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蜻
蛉
巻
に
お
け
る
宮
の
君
の
出
仕

山　
　

口　
　

一　
　

樹

　
　
　
　

は
じ
め
に

『
源
氏
物
語
』
の
蜻
蛉
巻
で
は
浮
舟
失
踪
後
の
動
静
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
巻
の
後
半
に
至
る
と
物
語
の
舞
台
は
都
に
移
る
。
こ
こ
で
は

式
部
卿
宮
の
姫
君
が
父
を
亡
く
し
て
出
仕
し
、
宮
の
君
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
春
亡
せ
た
ま
ひ
ぬ
る
式
部
卿
宮
の
御
む
す
め
を
、
継
母
の
北
の
方
こ
と
に
あ
ひ
思
は
で
、
兄
の
馬
頭
に
て
人
柄
も
こ
と
な
る
こ
と

な
き
心
か
け
た
る
を
、
い
と
ほ
し
う
な
ど
も
思
ひ
た
ら
で
、
さ
る
べ
き
さ
ま
に
な
ん
契
る
と
聞
こ
し
め
す
た
よ
り
あ
り
て
、「
い
と
ほ

し
う
。
父
宮
の
い
み
じ
く
か
し
づ
き
た
ま
ひ
け
る
女
君
を
、
い
た
づ
ら
な
る
や
う
に
も
て
な
さ
ん
こ
と
」
な
ど
の
た
ま
は
せ
け
れ
ば
、

〔
略
〕
こ
の
ご
ろ
迎
へ
と
ら
せ
た
ま
ひ
て
け
り
。〔
略
〕
限
り
あ
れ
ば
、
宮
の
君
な
ど
う
ち
言
ひ
て
、
裳
ば
か
り
ひ
き
懸
け
た
ま
ふ
ぞ
、

い
と
あ
は
れ
な
り
け
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蜻
蛉
⑥
二
六
三
頁
）

宮
の
君
は
継
母
の
兄
弟
で
あ
る
馬
頭
と
の
不
相
応
な
縁
談
を
強
い
ら
れ
た
も
の
の
、
事
情
を
知
っ
た
明
石
中
宮
に
迎
え
ら
れ
て
女
一
宮
に

仕
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
出
仕
に
は
じ
ま
る
宮
の
君
の
挿
話
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
は
浮
舟
を
物
語
の
舞
台
に
呼
び
戻

す
機
能
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
蜻
蛉
巻
は
前
半
部
よ
り
浮
舟
の
再
登
場
を
促
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が（

１
）、

宮
の
君
に
つ
い
て
は
藤
井
貞
和
氏
が
非
在
の
浮
舟
を
想
起
さ
せ
る
一
因
と
し
て
言
及
し
た
ほ
か（

２
）、
吉
井
美
弥
子
氏
は
宮
の
君
と
浮
舟
と
の
重

な
り
か
ら
物
語
が
浮
舟
な
し
で
新
た
な
状
況
を
切
り
開
け
ず
に
い
る
こ
と
を
見
て
取
り（

３
）、
野
村
倫
子
氏
は
女
房
に
な
っ
た
宮
の
君
と
の
対
比

に
よ
り
浮
舟
の
「
女
君
性
」
が
保
証
さ
れ
薫
の
追
慕
の
対
象
に
な
る
と
説
い
た（

４
）。
こ
の
よ
う
に
作
品
構
成
上
の
意
義
が
論
じ
ら
れ
る
一
方
、

宮
の
君
の
出
仕
は
物
語
成
立
期
の
出
仕
の
実
態
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
て
き
た
。
藤
原
道
長
が
娘
の
格
上
げ
を
図
り
高
貴

な
女
房
を
召
し
集
め
た
等
の
事
情
に
よ
り（

５
）、
物
語
成
立
期
に
は
出
自
の
高
い
女
性
の
出
仕
が
増
加
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
野
村
倫
子
氏
は
宮

－1－
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の
君
の
出
仕
に
つ
い
て
「
現
実
社
会
を
反
映
す
る
も
の
」
と
し
て
お
り（
６
）、
高
橋
由
記
氏
も
道
長
政
権
確
立
後
の
出
仕
の
実
態
が
宮
の
君
の
設

定
を
可
能
に
し
た
と
し
て
「
特
定
の
一
族
に
だ
け
権
力
が
集
中
し
た
時
代
様
相
を
色
濃
く
表
し
て
い
る
」
と
説
く（

７
）。
両
氏
と
共
通
す
る
見
解

は
近
時
の
諸
論
に
散
見
さ
れ（

８
）、
ほ
ぼ
通
説
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

宮
の
君
は
式
部
卿
宮
の
娘
で
あ
る
か
ら
、
高
貴
な
出
自
の
人
物
が
女
房
に
な
る
、
と
い
う
点
に
お
い
て
物
語
成
立
期
の
出
仕
の
実
態
と
接

点
を
持
つ
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
の
理
解
で
十
分
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
従
来
の
諸
説
で
は
史
実
と
の
関
係
に
焦
点
が

あ
て
ら
れ
る
一
方
、
先
行
物
語
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た（

９
）。
と
く
に
宮
の
君
が
出
仕
す
る
に
至
っ
た
経
緯
に

継
母
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
看
過
す
べ
き
で
な
い
よ
う
に
思
う
。
宮
の
君
は
継
母
に
よ
っ
て
馬
頭
と
結
婚
さ
せ
ら
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
る

が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
池
田
和
臣
氏
が
『
源
氏
物
語
』
中
の
継
子
い
じ
め
譚
を
瞥
見
す
る
な
か
で
既
存
の
発
想
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る

こ
と
に
触
れ
て
い
る）

（1
（

。
と
く
に
『
落
窪
物
語
』
に
お
い
て
落
窪
の
君
は
継
母
か
ら
典
薬
助
と
の
関
係
を
強
い
ら
れ
て
お
り
、
宮
の
君
と
の
共

通
性
が
確
認
で
き
る
。
本
稿
で
注
目
し
た
い
の
は
、
落
窪
の
君
が
女
房
と
し
て
の
扱
い
も
受
け
て
お
り
、『
源
氏
物
語
』
中
に
も
そ
れ
に
類

す
る
事
例
が
見
出
せ
る
点
で
あ
る
。
宮
の
君
が
継
母
か
ら
不
当
な
縁
談
を
強
い
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
虐
遇
を
き
っ
か
け
に
女
房
に
身

を
落
と
し
て
い
る
の
も
、
既
存
の
継
子
譚
に
着
想
を
得
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
よ
り
、
本
稿
で
は
宮
の
君
の
出
仕
に
つ
い
て
落
窪
の
君
を
中
心
に
継
子
譚
の
女
君
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
特
徴
を
と
ら
え
直
す
こ
と

を
目
指
す
。
宮
の
君
の
出
仕
が
物
語
成
立
期
の
社
会
状
況
と
接
点
を
持
つ
だ
け
で
な
く
、
継
子
譚
の
発
想
の
系
譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の

で
も
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
男
君
が
女
君
を
女
房
の
立
場
か
ら
救
い
出
さ
な
い
、
と
い
う
類
型
か
ら
逸
脱
し
た
新
た
な
展
開
を
辿

る
こ
と
で
手
習
巻
以
後
の
物
語
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
（
一
）　

女
房
扱
い
を
受
け
る
女
君

ま
ず
落
窪
の
君
が
継
母
か
ら
女
房
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
い
。

一 

筝
の
琴
を
世
に
を
か
し
く
弾
き
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
当
腹
の
三
郎
君
、
十
ば
か
り
な
る
に
、
琴
心
に
い
れ
た
り
と
て
、「
こ
れ
に
習
は
せ
」

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
六
号
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と
北
の
方
の
た
ま
へ
ば
、
時
々
教
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
之
一
、
一
八
―
九
頁
）

二 
二
人
の
婿
の
装
束
、
い
さ
さ
か
な
る
ひ
ま
な
く
、
か
き
あ
ひ
縫
は
せ
た
ま
へ
ば
、
し
ば
し
こ
そ
物
い
そ
が
し
か
り
し
か
、
夜
も
寝
も
寝

ず
縫
は
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
之
一
、
一
九
頁
）

本
文
一
に
お
い
て
、
継
母
は
落
窪
の
君
に
命
じ
て
三
郎
君
に
琴
を
教
え
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
の
ち
落
窪
の
君
の
手
紙
を
継
母
が
得
て
道
頼

と
の
関
係
を
知
っ
た
際
に
は
、
落
窪
の
君
が
男
に
迎
え
取
ら
れ
る
の
を
危
惧
し
て
「
よ
き
吾
子
た
ち
の
使
ひ
人
と
見
置
き
た
り
つ
る
も
の

を
」（
巻
之
一
、
七
九
頁
）
と
思
っ
て
い
る
。
落
窪
の
君
が
三
郎
君
に
琴
を
教
え
て
い
る
の
は
、
こ
の
「
よ
き
吾
子
た
ち
の
使
ひ
人
」
と
し

て
の
役
割
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
本
文
二
に
お
い
て
、
継
母
は
大
君
と
中
の
君
の
婿
に
贈
る
装
束
を
落
窪
の
君

に
寝
る
間
も
な
く
縫
わ
せ
て
い
る
。
落
窪
の
君
が
道
頼
と
逢
っ
た
こ
と
で
裁
縫
の
進
行
が
遅
れ
た
際
、
継
母
は
女
房
で
あ
る
少
納
言
に
手
伝

わ
せ
て
お
り
（
巻
之
一
、
八
七
頁
）、
落
窪
の
君
が
道
頼
に
迎
え
取
ら
れ
た
後
に
は
落
窪
の
君
に
代
わ
る
女
房
を
召
し
集
め
て
も
い
る
（
巻

之
二
、
一
四
七
頁
）。
婿
の
装
束
を
縫
う
の
は
本
来
女
房
の
役
目
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
を
継
母
は
落
窪
の
君
に
押
し
付
け
て
い
た

の
だ
と
理
解
で
き
る
。
な
お
あ
こ
ぎ
が
落
窪
の
君
に
道
頼
を
頼
る
よ
う
諭
す
場
面
で
も
継
母
に
つ
い
て
「
使
ひ
た
て
ま
つ
り
た
ま
は
む
の
心

の
い
と
深
く
て
」（
巻
之
一
、
四
六
頁
）
と
述
べ
て
お
り
、
あ
こ
ぎ
の
認
識
に
即
し
て
も
継
母
が
落
窪
の
君
を
女
房
と
し
て
使
役
し
て
い
た

こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。

落
窪
の
君
は
「
わ
か
う
ど
ほ
り
腹
」（
巻
之
一
、
一
七
頁
）
で
あ
り
、
皇
室
の
血
統
を
ひ
く
女
君
で
あ
る
。
し
か
し
実
母
を
亡
く
し
た
こ

と
で
継
母
か
ら
虐
待
を
受
け
て
お
り
、
女
房
が
担
う
べ
き
仕
事
を
強
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
後
ろ
盾
を
失
っ
て
継
母
か
ら
虐
待
を
受

け
る
な
か
、
皇
統
で
あ
り
な
が
ら
女
房
の
立
場
に
身
を
落
と
す
、
と
い
う
推
移
を
辿
っ
て
い
る
点
に
は
宮
の
君
と
の
共
通
性
が
見
出
せ
る
。

た
だ
し
宮
の
君
の
場
合
は
、
父
宮
の
死
後
、
継
母
か
ら
不
相
応
な
縁
談
を
強
い
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
明
石
中
宮
に
迎
え
ら
れ
て
女
一
宮

の
女
房
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
継
母
の
虐
遇
が
間
接
的
に
女
房
に
身
を
落
と
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
点
は
、
継
母
か
ら
直
接
使
役
さ

れ
て
い
る
落
窪
の
君
と
相
違
す
る
。
そ
こ
か
ら
宮
の
君
の
出
仕
を
先
行
物
語
の
発
想
と
は
切
り
離
し
て
捉
え
る
立
場
も
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
『
源
氏
物
語
』
中
の
継
子
譚
の
枠
組
み
を
持
つ
物
語
は
、
既
存
の
発
想
を
踏
襲
し
な
が
ら
も
変
化
さ
せ
て
織
り
な
さ
れ
て
い
た
点

－3－
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に
留
意
し
た
い）

（（
（

。
こ
う
し
た
傾
向
は
皇
統
の
女
君
が
女
房
扱
い
を
受
け
る
危
機
に
さ
ら
さ
れ
る
事
態
に
つ
い
て
も
見
て
取
れ
る
場
合
が
あ
る
。

ま
ず
兵
部
卿
宮
の
娘
で
あ
る
紫
の
上
の
場
合
は
、
姫
君
の
失
踪
を
知
っ
た
継
母
の
心
情
が
「
わ
が
心
に
ま
か
せ
つ
べ
う
思
し
け
る
」（
若
紫

①
二
六
〇
頁
）
と
語
ら
れ
て
お
り
、
陣
野
英
則
氏
に
よ
っ
て
継
母
が
紫
の
上
を
女
房
と
し
て
使
役
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
ら
れ

て
い
る）

（1
（

。
継
母
に
使
役
さ
れ
る
可
能
性
が
示
さ
れ
る
こ
と
で
、
光
源
氏
が
紫
の
上
を
連
れ
去
る
こ
と
に
救
済
と
し
て
の
意
味
が
付
与
さ
れ
、

合
理
化
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
常
陸
宮
の
娘
で
あ
る
末
摘
花
に
対
し
、
叔
母
が
「
こ
の
君
を
わ
が
む
す
め
ど
も
の
使
ひ

人
に
な
し
て
し
が
な
」（
蓬
生
②
三
三
三
頁
）
と
娘
の
女
房
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
も
、
畑
恵
理
子
氏
に
よ
っ
て
『
落
窪
物
語
』
の
継
母

の
造
型
を
継
ぐ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が）

（1
（

、
こ
の
場
合
は
継
母
の
役
ど
こ
ろ
を
継
母
で
な
い
人
物
が
担
う
体
で
あ
る
と
い
え

る
。
受
領
の
妻
に
な
っ
た
末
摘
花
の
叔
母
は
、
姉
妹
で
あ
る
末
摘
花
の
母
に
侮
辱
さ
れ
て
い
た
と
し
て
（
蓬
生
②
三
三
二
頁
）、
姪
の
末
摘

花
に
恨
み
を
転
化
し
て
い
る
。
継
子
譚
に
由
来
す
る
虐
遇
の
形
を
踏
襲
し
な
が
ら
も
、
継
母
で
は
な
く
叔
母
で
あ
る
と
い
う
設
定
に
よ
っ
て

そ
の
必
然
性
を
生
じ
さ
せ
、
受
領
層
ゆ
え
の
自
意
識
を
も
掘
り
下
げ
て
い
る
と
い
え
る
。
継
子
譚
の
枠
組
み
を
持
つ
物
語
に
お
い
て
、
女
房

と
し
て
扱
わ
れ
る
事
態
は
皇
統
の
女
君
が
陥
る
逆
境
の
一
つ
の
典
型
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、『
源
氏
物
語
』
で
は
と
き
に
そ
れ
が
状

況
に
変
化
を
加
え
た
形
で
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る）

（1
（

。

以
上
の
よ
う
な
事
例
を
思
い
返
せ
ば
、
宮
の
君
が
継
母
の
虐
遇
を
き
っ
か
け
に
女
房
に
身
を
落
と
し
て
い
る
の
も
、
先
行
す
る
継
子
譚
に

着
想
を
得
な
が
ら
変
化
を
加
え
た
形
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
女
君
の
身
辺
に
継
母
が
存
在
し
な
が
ら
、
そ
の
人
物
か

ら
直
接
使
役
さ
れ
る
の
で
な
い
事
例
は
先
に
見
い
だ
せ
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
継
母
の
虐
遇
と
皇
統
の
女
君
が
女
房
に
身
を
落
と
す

事
態
と
が
連
な
っ
て
い
る
点
を
重
視
し
て
、
宮
の
君
の
出
仕
は
継
子
譚
を
変
奏
さ
せ
て
い
く
物
語
が
蜻
蛉
巻
に
至
っ
て
新
た
に
編
み
出
し
た

女
君
の
零
落
の
形
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
先
行
す
る
物
語
と
の
関
係
を
視
野
に
入
れ
る
と
、
宮
の
君
の
出
仕
に
つ
い

て
高
貴
な
女
性
の
出
仕
が
増
加
し
た
現
実
を
取
り
入
れ
た
も
の
と
す
る
従
来
の
理
解
は
、
や
や
物
語
成
立
期
の
史
実
に
力
点
を
置
き
す
ぎ
た

見
方
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
む
し
ろ
高
貴
な
女
性
が
女
房
に
身
を
落
と
す
事
態
は
現
実
に
増
加
す
る
以
前
か
ら
物
語
の

世
界
で
は
描
か
れ
て
い
た
と
い
え）

（1
（

、
宮
の
君
の
場
合
は
そ
の
発
想
の
系
譜
に
連
な
る
こ
と
が
現
実
の
社
会
状
況
と
接
点
を
持
つ
こ
と
に
も
つ

な
が
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
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（
二
）　

宮
の
君
の
待
遇
と
薫
の
失
望

次
に
宮
の
君
の
特
徴
に
つ
い
て
、
出
仕
後
の
待
遇
に
注
目
し
て
検
討
を
進
め
た
い
。
紫
の
上
や
末
摘
花
の
場
合
は
女
房
と
し
て
扱
わ
れ
る

事
態
が
未
然
に
回
避
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
、
こ
こ
で
も
落
窪
の
君
と
の
比
較
を
中
心
に
行
う
。
以
下
、
継
母
か
ら
直
接
女
房
扱
い
を
受
け
る

落
窪
の
君
の
場
合
と
異
な
り
、
宮
の
君
は
異
例
の
高
待
遇
で
女
一
宮
方
に
迎
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
そ
う
し
た
出
仕
後
の
あ

り
方
は
宮
の
君
が
他
の
女
房
と
は
別
格
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
印
象
付
け
、
既
存
の
継
子
譚
と
は
異
な
る
物
語
展
開
を
導
き
出
し
て
い
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
宮
の
君
の
呼
称
や
装
束
、
居
所
の
あ
り
方
に
焦
点
を
あ
て
て
検
討
す
る
。

一 

限
り
あ
れ
ば
、
宮
の
君
な
ど
う
ち
言
ひ
て
、
裳
ば
か
り
ひ
き
懸
け
た
ま
ふ
ぞ
、
い
と
あ
は
れ
な
り
け
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蜻
蛉
⑥
二
六
三
頁
）

二 

宮
の
君
は
、
こ
の
西
の
対
に
ぞ
御
方
し
た
り
け
る
。
若
き
人
々
の
け
は
ひ
あ
ま
た
し
て
、
月
め
で
あ
へ
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蜻
蛉
⑥
二
七
三
頁
）

本
文
一
は
、
は
じ
め
に
引
用
し
た
宮
の
君
が
出
仕
し
た
直
後
の
箇
所
を
一
部
再
掲
し
た
も
の
で
あ
る
。「
限
り
あ
れ
ば
」
と
あ
る
た
め

「
宮
の
君
」
と
い
う
呼
称
は
女
房
と
し
て
の
呼
び
名
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
が
、
高
橋
由
記
氏
が
論
中
で
取
り
上
げ
た
脩
子
内
親
王
付
き
章

明
親
王
女
も
「
一
品
宮
々
君
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら）

（1
（

、
宮
家
の
姫
君
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
呼
称
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
そ
う
し
た
名
で
呼
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
も
、
宮
の
君
の
場
合
は
「
う
ち

4

4

言
ひ
て
」
と
あ
り
周
囲
か
ら
気
遣
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
表
れ
て
い

る）
（1
（

。
こ
れ
に
対
し
落
窪
の
君
の
場
合
は
継
母
が
邸
の
者
た
ち
に
「
落
窪
の
君
と
言
へ
」（
巻
之
一
、
一
七
頁
）
と
命
じ
た
こ
と
か
ら
、
居
住

す
る
「
落
窪
」
に
由
来
す
る
蔑
称
で
呼
ば
れ
て
お
り
、
宮
の
君
の
よ
う
な
血
統
へ
の
配
慮
は
伺
え
な
い
。

ま
た
宮
の
君
は
「
裳
ば
か
り
ひ
き
懸
け
た
ま
ふ
ぞ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
裳
を
着
用
す
る
一
方
、
唐
衣
の
着
用
は
免
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

点
は
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
が
「
主
人
の
前
で
は
女
房
は
裳
、
唐
衣
着
用
の
正
装
が
決
り
で
あ
る
」
と
す
る
よ
う
に
、
式
部
卿
宮
の
姫
君

で
あ
る
こ
と
に
よ
る
特
別
措
置
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
落
窪
の
君
の
装
束
に
つ
い
て
は
父
の
中
納
言
が
「
白
き
袷
一
つ
を
こ
そ
着
て
ゐ

た
り
つ
れ
」
と
言
及
し
て
お
り
（
巻
之
一
、
二
六
頁
）、
袷
の
袿
一
枚
の
着
用
し
か
許
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
女
君
の
過
酷
な
状
況
を
象
徴
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し
て
い
た
。

本
文
二
は
薫
が
宮
の
君
の
も
と
を
訪
れ
る
場
面
で
あ
る
が
、
宮
の
君
は
対
の
屋
を
居
所
と
し
て
い
る
ほ
か
多
数
の
女
房
を
付
き
従
え
て
い

る
こ
と
も
確
認
で
き
る
。『
栄
花
物
語
』
で
関
白
藤
原
道
兼
の
娘
が
藤
原
威
子
の
も
と
に
出
仕
し
た
際
も
「
大
人
十
人
、
童
女
二
人
、
下
仕
」

（
あ
さ
み
ど
り
②
一
四
三
頁
）
が
付
き
添
っ
て
い
た
と
語
ら
れ
て
お
り
、
高
貴
な
女
性
が
女
房
に
な
る
と
き
、
そ
の
女
性
に
仕
え
る
女
房
が

同
行
す
る
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
宮
の
君
が
出
仕
す
る
際
も
多
数
の
女
房
が
同
行
し
て
お
り
、
そ
う
す
る
の
に
十
分
な
住
ま

い
が
与
え
ら
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
の
落
窪
の
君
は
「
落
窪
」
に
住
ま
わ
せ
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
典
薬
助
と
の
関
係
を
強
い
ら
れ

る
と
き
は
「
枢
戸
の
廂
二
間
あ
る
部
屋
の
酢
、
酒
、
魚
な
ど
、
ま
さ
な
く
し
た
る
部
屋
」（
巻
之
一
、
一
〇
三
頁
）
と
悪
臭
た
だ
よ
う
部
屋

に
幽
閉
さ
れ
て
い
た
。

落
窪
の
君
に
対
す
る
継
母
の
態
度
は
「
つ
か
う
ま
つ
る
御
達
の
数
に
だ
に
思
さ
ず
」（
巻
之
一
、
一
七
頁
）
と
も
語
ら
れ
て
い
る
。
呼
称

や
装
束
、
居
所
の
あ
り
方
に
即
し
て
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
、
落
窪
の
君
は
並
の
女
房
以
下
の
劣
悪
な
環
境
を
強
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
、
宮
の
君
は
式
部
卿
宮
鍾
愛
の
姫
君
と
い
う
高
い
出
自
に
配
慮
し
た
待
遇
で
迎
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
両
者
の
相
違
は
、

継
母
か
ら
直
接
女
房
扱
い
を
受
け
て
い
る
か
否
か
、
と
い
う
点
に
基
づ
く
も
の
と
い
え
る
。
宮
の
君
の
場
合
は
継
母
の
虐
遇
か
ら
の
救
済
措

置
と
し
て
出
仕
が
選
び
取
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
こ
う
し
た
高
待
遇
も
実
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。

『
落
窪
物
語
』
に
お
い
て
落
窪
の
君
が
並
の
女
房
以
下
の
過
酷
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
男
君
に
よ
っ
て
救
い
出
さ
れ
る
展
開

を
促
す
も
の
と
思
し
い
。
道
頼
は
と
く
に
「
落
窪
の
君
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
女
君
が
継
母
や
父
親
か
ら
冷
遇
さ
れ
て
い
る
の
を
確

か
め
、「
い
か
で
、
よ
く
て
み
せ
て
し
が
な
」（
巻
之
一
、
八
七
頁
）
と
姫
君
を
幸
福
に
し
、
継
母
方
に
復
讐
を
果
た
す
こ
と
を
決
意
す
る
の

で
あ
る
。
ま
た
女
君
を
女
房
扱
い
か
ら
救
い
出
す
の
に
類
す
る
行
為
は
光
源
氏
に
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ
、
物
語
展
開
や
主
人
公
像
の
類
型
に

な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
先
述
の
と
お
り
、
光
源
氏
は
紫
の
上
を
連
れ
去
っ
た
こ
と
で
継
母
に
女
房
と
し
て
扱
わ
れ
る
危
機
か
ら
意
図

せ
ず
と
も
救
い
出
し
て
お
り
、
叔
母
の
筑
紫
行
き
の
勧
誘
を
末
摘
花
が
拒
ん
だ
後
も
女
君
を
邸
に
迎
え
入
れ
生
活
を
援
助
し
て
い
る
。
こ
の

ほ
か
玉
鬘
を
迎
え
る
際
も
、
男
た
ち
の
興
味
を
集
め
る
存
在
に
し
よ
う
と
す
る
ね
ら
い
と
表
裏
す
る
が
、
秋
好
中
宮
の
女
房
と
し
て
認
識
さ

れ
な
い
よ
う
配
慮
し
て
居
所
を
選
ん
で
い
た
（
玉
鬘
③
一
二
五
頁
）。
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一
方
、
宮
の
君
の
場
合
は
そ
の
出
自
に
ふ
さ
わ
し
い
待
遇
を
受
け
て
い
る
た
め
、
落
窪
の
君
の
場
合
と
比
べ
れ
ば
女
房
の
立
場
が
持
つ
逆

境
と
し
て
の
意
味
合
い
は
弱
い
と
い
え
る）

（1
（

。
む
し
ろ
そ
の
待
遇
の
あ
り
方
は
、
宮
の
君
が
並
の
女
房
と
は
一
線
を
画
す
存
在
で
あ
る
こ
と
を

印
象
付
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る）

（1
（

。
女
一
宮
方
の
女
房
は
「
や
む
ご
と
な
き
人
の
御
む
す
め
な
ど
も
い
と
多
か
り
」（
総
角
⑤
三
〇
五
頁
）

と
出
自
の
高
い
者
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
と
も
別
格
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
そ
し
て
そ
う
し

た
宮
の
君
の
出
仕
の
あ
り
方
は
、
男
君
が
女
君
を
救
い
出
さ
な
い
、
と
い
う
既
存
の
型
か
ら
外
れ
た
独
自
の
展
開
を
導
い
て
い
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
宮
の
君
の
格
の
高
さ
が
印
象
付
け
ら
れ
る
な
か
で
、
薫
は
宮
の
君
に
宮
家
の
姫
君
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
振
舞
い
を
期
待
し
、
そ

れ
ゆ
え
失
望
す
る
の
で
あ
る
。
薫
が
宮
の
君
に
対
面
し
た
場
面
を
引
用
す
る
。

人
づ
て
と
も
な
く
言
ひ
な
し
た
ま
へ
る
声
、
い
と
若
や
か
に
愛
敬
づ
き
、
や
さ
し
き
と
こ
ろ
添
ひ
た
り
。
た
だ
、
な
べ
て
の
か
か
る
住

み
処
の
人
と
思
は
ば
、
い
と
を
か
し
か
る
べ
き
を
、
た
だ
今
は
、
い
か
で
、
か
ば
か
り
も
、
人
に
声
聞
か
す
べ
き
も
の
と
な
ら
ひ
た
ま

ひ
け
ん
と
な
ま
う
し
ろ
め
た
し
〔
略
〕
こ
れ
こ
そ
は
、
限
り
な
き
人
の
か
し
づ
き
生
ほ
し
た
て
た
ま
へ
る
姫
君
、
ま
た
、
か
ば
か
り
ぞ

多
く
は
あ
る
べ
き
、
あ
や
し
か
り
け
る
こ
と
は
、
さ
る
聖
の
御
あ
た
り
に
、
山
の
ふ
と
こ
ろ
よ
り
出
で
来
た
る
人
々
の
、
か
た
ほ
な
る

は
な
か
り
け
る
こ
そ
、
こ
の
、
は
か
な
し
や
、
軽
々
し
や
な
ど
思
ひ
な
す
人
も
、
か
や
う
の
う
ち
見
る
気
色
は
、
い
み
じ
う
こ
そ
を
か

し
か
り
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蜻
蛉
⑥
二
七
四
―
五
頁
）

自
ら
求
め
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
宮
の
君
が
声
を
聞
か
せ
た
と
き
薫
は
宮
の
君
に
失
望
す
る
。
先
立
つ
場
面
で
小
宰
相
の
君
が
声
を
聞
か
せ

て
話
し
た
際
は
「
見
し
人
よ
り
も
、
こ
れ
は
心
に
く
き
気
添
ひ
て
も
あ
る
か
な
」（
蜻
蛉
⑥
二
四
六
頁
）
と
、
浮
舟
よ
り
嗜
み
深
い
者
と
好

意
的
に
受
け
取
っ
て
い
た
。
宮
の
君
に
対
し
て
薫
が
失
望
し
た
の
は
「
な
べ
て
の
か
か
る
住
み
処
の
人
と
思
は
ば
、
い
と
を
か
し
か
る
べ
き

を
」
と
も
あ
る
よ
う
に
、
女
房
と
し
て
で
は
な
く
、
宮
家
の
姫
君
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
振
舞
い
を
期
待
し
て
い
た
た
め
と
理
解
で
き
る
。
そ

う
し
た
宮
の
君
に
対
す
る
薫
の
期
待
は
、
宮
の
君
が
他
の
女
房
と
は
別
格
の
存
在
で
あ
る
こ
と
が
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
、
必
然
の

も
の
と
し
て
導
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
宮
の
君
に
失
望
し
て
し
ま
う
薫
の
姿
は
、
女
君
を
女
房
の
立
場
か
ら
救
い
出
す
男
君
な
ど
物

語
の
理
想
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
照
ら
し
返
す
よ
う
で
も
あ
る
。
薫
は
宮
の
君
と
は
対
照
的
に
大
君
や
中
の
君
が
鄙
の
地
で
出
家
者
に
育

－7－

蜻
蛉
巻
に
お
け
る
宮
の
君
の
出
仕



て
ら
れ
て
い
な
が
ら
魅
力
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
し
、
次
い
で
浮
舟
の
可
憐
さ
に
つ
い
て
も
思
い
返
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
宮
の
君
が
継
母
の
虐
遇
を
き
っ
か
け
に
女
房
の
立
場
に
身
を
落
と
し
、
し
か
し
手
厚
い
待
遇
で
迎
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は

そ
の
格
の
高
さ
を
印
象
づ
け
、
男
君
が
女
君
に
失
望
し
見
放
す
と
い
う
既
存
の
型
か
ら
逸
脱
し
た
新
た
な
展
開
を
導
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
（
三
）　

宮
の
君
の
物
語
の
意
義

宮
の
君
の
物
語
は
型
か
ら
外
れ
た
展
開
を
辿
る
こ
と
で
何
を
描
き
出
し
、
宇
治
十
帖
の
構
成
上
い
か
な
る
機
能
を
果
た
し
た
の
か
。
宮
の

君
に
失
望
し
た
薫
の
心
情
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
で
考
察
を
深
め
た
い
。
こ
こ
で
は
宮
の
君
登
場
以
前
に
も
、
薫
が
宇
治
の
女
君
と
の
関
係

を
喪
失
し
た
と
き
、
女
房
の
立
場
に
あ
る
女
性
た
ち
と
の
関
係
が
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
す
る）

11
（

。
都
を
舞
台
と
す
る
こ
れ
ら

の
場
面
で
は
、
女
房
と
の
関
係
が
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
こ
と
で
、
宇
治
の
女
君
が
薫
に
と
っ
て
い
か
な
る
存
在
で
あ
っ
た
か
が
表
さ
れ
て
い

る
。
と
く
に
宿
木
巻
の
按
察
の
君
と
の
関
連
は
従
来
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
こ
う
し
た
一
連
の
叙
述
と
の
脈
絡
を
検
討
す
る
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
宮
の
君
に
失
望
し
た
際
の
薫
の
心
情
に
つ
い
て
は
、
宇
治
の
女
君
た
ち
へ
の
執
着
が
よ
り
強
固
な
も
の
に
な
っ

て
い
る
こ
と
と
も
に
、
浮
舟
を
大
君
の
代
替
と
し
て
捉
え
る
認
識
も
持
続
し
て
い
る
こ
と
を
み
て
い
き
た
い
。

以
下
本
文
一
は
大
君
死
後
、
按
察
の
君
と
の
関
係
が
語
ら
れ
る
場
面
、
本
文
二
は
浮
舟
失
踪
後
、
小
宰
相
の
君
と
の
関
係
が
語
ら
れ
る
場

面
で
あ
る
。

一　

例
の
、
寝
ざ
め
が
ち
な
る
つ
れ
づ
れ
な
れ
ば
、
按
察
の
君
と
て
、
人
よ
り
は
す
こ
し
思
ひ
ま
し
た
ま
へ
る
が
局
に
お
は
し
て
、
そ
の
夜

は
明
か
し
た
ま
ひ
つ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宿
木
⑤
四
一
八
頁
）

二　

見
し
人
よ
り
も
、
こ
れ
は
心
に
く
き
気
添
ひ
て
も
あ
る
か
な
、
な
ど
て
か
く
出
で
立
ち
け
ん
、
さ
る
も
の
に
て
、
我
も
置
い
た
ら
ま
し

も
の
を
、
と
思
す
。
人
知
れ
ぬ
筋
は
か
け
て
も
見
せ
た
ま
は
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蜻
蛉
⑥
二
四
六
―
七
頁
）

ま
ず
こ
れ
ら
の
女
房
た
ち
に
対
す
る
薫
の
関
わ
り
方
に
注
目
し
た
い
。
大
君
を
亡
く
し
た
の
ち
薫
は
按
察
の
君
と
一
夜
を
共
に
し
て
お
り
、

日
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そ
の
心
情
は
「
寝
ざ
め
が
ち
な
る
つ
れ
づ
れ
な
れ
ば
」
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
君
を
亡
く
し
た
喪
失
感
を
慰
め
る
た
め
で
あ
っ
た

こ
と
が
伺
え
る
。
ま
た
小
宰
相
の
君
と
対
面
し
た
際
は
「
さ
る
も
の
に
て
、
我
も
置
い
た
ら
ま
し
も
の
を
」
と
あ
り
、
実
際
に
行
動
に
移
る

わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
邸
に
迎
え
と
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
相
手
だ
と
好
感
を
抱
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
宮
の
君
の
場
合
は
、
女
房
の
立

場
へ
の
転
落
に
同
情
し
て
は
い
た
が
（
蜻
蛉
⑥
二
六
四
頁
）、
対
面
後
即
座
に
失
望
し
、
宇
治
の
女
君
た
ち
を
想
起
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
薫
は
宇
治
の
女
君
と
の
関
係
を
喪
失
す
る
た
び
、
都
の
女
房
た
ち
と
交
渉
を
重
ね
て
実
事
に
至
る
な
り
魅
力
を
感
じ
る
な
り
し

て
き
た
の
だ
が
、
宮
の
君
に
対
し
て
は
何
の
進
展
も
見
ら
れ
な
い
う
ち
に
関
係
を
断
念
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
く
に
按
察
の
君
を
大
君
の

喪
失
感
を
慰
め
る
相
手
と
し
て
い
た
の
に
注
目
す
れ
ば
、
宮
の
君
と
の
関
係
を
早
々
に
断
念
し
た
こ
と
に
は
、
薫
の
想
い
が
宇
治
の
女
君
以

外
に
転
化
し
得
な
く
な
っ
た
こ
と
が
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
按
察
の
君
と
の
逢
瀬
の
の
ち
薫
が
中
の
君
に
「
紛
る
る
こ
と
も
や
あ
ら

ん
な
ど
思
ひ
よ
る
を
り
を
り
は
べ
れ
ど
、
さ
ら
に
外
ざ
ま
に
は
な
び
く
べ
く
も
は
べ
ら
ざ
り
け
り
」（
宿
木
④
四
四
七
頁
）
と
述
べ
て
い
た

よ
う
に
、
薫
に
と
っ
て
宇
治
の
女
君
が
唯
一
無
二
の
存
在
で
あ
る
こ
と
は
宿
木
巻
の
段
階
で
す
で
に
表
れ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
の
事
実
は
宮

の
君
と
の
関
係
を
通
し
て
よ
り
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
確
か
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
宮
の
君
は
八
の
宮
の
兄
弟
を
父
に
持
ち
、
宇
治

の
女
君
た
ち
と
血
縁
上
連
な
る
存
在
で
あ
る
か
ら
、
按
察
の
君
の
場
合
と
は
異
な
り
、
交
流
を
深
め
る
な
か
で
薫
の
喪
失
感
が
慰
め
ら
れ
る

可
能
性
も
想
定
し
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
う
は
な
ら
ず
む
し
ろ
即
座
に
関
係
が
絶
た
れ
る
こ
と
で
、
大
君
や
中
の
君
、
浮
舟
に

対
す
る
執
着
の
強
さ
が
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
八
の
宮
の
娘
で
な
い
女
性
が
新
た
に
現
れ
て
も
薫
と
の
仲
は
進
展
し
得
な
い
こ
と
が
確
認
さ

れ
、
そ
れ
で
も
な
お
物
語
が
書
き
続
け
ら
れ
よ
う
と
す
る
と
き
、
浮
舟
の
再
登
場
が
要
請
さ
れ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
女
房
た
ち
と
の
関
係
を
経
て
薫
が
抱
く
宇
治
の
女
君
た
ち
へ
の
想
い
に
注
目
し
た
い
。
先
述
の
と
お
り
、
薫
は
按
察
の
君
と
逢
瀬
を

交
わ
し
た
後
、
大
君
に
つ
い
て
何
者
に
も
代
え
が
た
い
存
在
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
小
宰
相
の
君
と
対
面
し
た
際
に
は
「
見

し
人
よ
り
も
、
こ
れ
は
心
に
く
き
気
添
ひ
て
も
あ
る
か
な
」
と
、
小
宰
相
の
君
を
浮
舟
よ
り
嗜
み
が
あ
る
と
評
し
て
い
る
。
こ
の
評
価
に
つ

い
て
、
す
で
に
原
陽
子
氏
は
薫
に
と
っ
て
浮
舟
が
大
君
の
形
代
に
過
ぎ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
表
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
が）

1（
（

、
こ

う
し
た
薫
に
と
っ
て
の
浮
舟
の
存
在
の
軽
さ
は
、
按
察
の
君
と
大
君
を
思
い
比
べ
た
と
き
と
の
落
差
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
よ
り
明
確
に
み

て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
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こ
の
の
ち
宮
の
君
と
対
面
し
た
際
に
は
「
か
や
う
の
う
ち
見
る
気
色
は
、
い
み
じ
う
こ
そ
を
か
し
か
り
し
か
」
と
、
浮
舟
の
魅
力
を
捉
え

直
し
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
も
浮
舟
を
大
君
の
代
替
と
捉
え
る
意
識
は
通
底
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う）

11
（

。
そ
れ

は
浮
舟
に
対
す
る
評
価
が
「
さ
る
聖
の
御
あ
た
り
に
、
山
の
ふ
と
こ
ろ
よ
り
出
で
来
た
る
人
々
の
、
か
た
ほ
な
る
は
な
か
り
け
る
こ
そ
、
こ

の
、
は
か
な
し
や
、
軽
々
し
や
な
ど
思
ひ
な
す
人
も
」
と
、
大
君
や
中
の
君
の
存
在
を
想
起
す
る
な
か
で
導
か
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
こ

う
し
た
薫
の
心
情
の
推
移
は
女
一
宮
と
の
恋
を
断
念
し
た
後
に
も
み
ら
れ
る
。
薫
は
「
昔
の
人
も
の
し
た
ま
は
ま
し
か
ば
、
い
か
に
も
い
か

に
も
外
ざ
ま
に
心
を
分
け
ま
し
や
〔
略
〕
ま
た
宮
の
上
に
と
り
か
か
り
て
、
恋
し
う
も
つ
ら
く
も
、
わ
り
な
き
こ
と
ぞ
、
を
こ
が
ま
し
き
ま

で
悔
し
き
」（
蜻
蛉
⑥
二
六
〇
頁
）
と
大
君
や
中
の
君
と
の
過
去
を
回
想
し
た
う
え
で
、「
こ
れ
に
思
ひ
わ
び
て
さ
し
つ
ぎ
に
は
、
あ
さ
ま
し

く
て
亡
せ
に
し
人
の
〔
略
〕
た
だ
心
や
す
く
ら
う
た
き
語
ら
ひ
人
に
て
あ
ら
せ
む
と
思
ひ
し
に
は
、
い
と
ら
う
た
か
り
し
人
を
」（
蜻
蛉
⑥

二
六
〇
―
一
頁
）
と
浮
舟
の
魅
力
を
思
い
返
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
蜻
蛉
巻
後
半
部
に
お
い
て
、
薫
は
大
君
や
中
の
君
に
連
な
る
存
在
と
し

て
意
識
し
た
と
き
の
み
浮
舟
の
魅
力
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
は
薫
が
未
だ
一
個
人
と
し
て
浮
舟
と
向
き
合
っ
て
い
な
い
こ

と
が
表
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
宮
の
君
に
失
望
し
た
際
の
薫
の
心
情
に
は
、
宇
治
の
女
君
に
対
す
る
執
着
の
強
さ
と
と
も
に
、
浮
舟
に
対
す
る
認
識
の

皮
相
さ
が
同
時
に
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
薫
の
浮
舟
に
対
す
る
扱
い
の
軽
さ
や
入
水
に
至
っ
た
苦
悩
を
理
解
で
き
て
い
な
い
こ
と
は

蜻
蛉
巻
の
随
所
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
が）

11
（

、
宮
の
君
と
の
関
係
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
薫
の
心
情
に
も
そ
う
し
た
一
面
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

手
習
巻
以
後
の
物
語
で
は
浮
舟
が
生
存
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
が
、
い
ま
だ
浮
舟
の
抱
え
て
い
た
苦
悩
に
思
い
至
ら
な
い
薫
の
姿

も
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
薫
は
明
石
中
宮
に
対
し
浮
舟
の
性
格
に
つ
い
て
「
心
と
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
う
も
て
離
る
る
こ
と
は
は
べ
ら
ず
や
と
思

ひ
わ
た
り
は
べ
る
人
の
あ
り
さ
ま
」（
手
習
⑥
三
六
七
頁
）
と
述
べ
、
小
野
に
小
君
を
遣
わ
し
た
の
ち
返
書
が
な
い
と
き
は
「
人
の
隠
し
す

ゑ
た
る
に
や
あ
ら
ん
」（
夢
浮
橋
⑥
三
九
五
頁
）
と
邪
推
す
る
。
こ
う
し
た
浮
舟
に
対
す
る
認
識
の
甘
さ
は
、
宮
の
君
の
物
語
で
も
予
示
さ

れ
て
い
た
と
い
え
る
。
は
じ
め
に
述
べ
た
と
お
り
、
先
行
研
究
で
は
宮
の
君
の
物
語
に
つ
い
て
浮
舟
を
再
登
場
さ
せ
る
意
義
が
論
じ
ら
れ
て

き
た
が
、
薫
が
浮
舟
と
再
会
す
る
と
き
女
君
の
心
の
深
層
に
思
い
至
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
が
同
時
に
投
げ
か
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
も
留
意
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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以
上
、
宮
の
君
の
出
仕
は
、
皇
統
の
女
君
が
女
房
扱
い
を
受
け
る
継
子
譚
の
発
想
を
変
化
さ
せ
な
が
ら
引
き
継
ぎ
、
男
君
が
女
君
に
失
望

す
る
と
い
う
新
た
な
展
開
を
導
い
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
宇
治
の
女
君
た
ち
へ
の
薫
の
執
着
の
強
さ
と
浮
舟
に
対
す
る
皮
相

な
認
識
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
、
浮
舟
を
物
語
の
舞
台
に
呼
び
戻
す
と
と
も
に
、
薫
と
の
関
係
が
孕
む
問
題
を
も
示
唆
し
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

※
『
源
氏
物
語
』『
落
窪
物
語
』『
栄
花
物
語
』
の
引
用
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
拠
る
。

（
注
）

１　

菊
田
茂
男
氏
「
東
屋
・
浮
舟
・
蜻
蛉
・
手
習
・
夢
浮
橋
」（
山
岸
徳
平
・
岡
一
男
監
修
『
源
氏
物
語
講
座　

第
四
巻　

各
巻
と
人
物
Ⅱ
』
有
精
堂
、
一
九

七
一
年
）、
小
林
正
明
氏
「
宇
治
十
帖
の
招
魂
」（『
む
ら
さ
き
』
第
二
十
一
輯
、
紫
式
部
学
会
、
一
九
八
四
年
七
月
）、
安
藤
徹
氏
「
隠
す
こ
と
と
顕
わ

す
こ
と
」（『
源
氏
物
語
と
物
語
社
会
』
森
話
社
、
二
〇
〇
六
年
、
初
出
一
九
九
四
年
）
等

２　

藤
井
貞
和
氏
「
王
権
・
救
済
・
沈
黙
」（『
デ
ィ
ヴ
ィ
ニ
タ
ス
叢
書　

三　

源
氏
物
語
の
始
原
と
現
在
』
砂
子
屋
書
房
、
一
九
九
〇
年
、
初
出
一
九
七
二

年
）

３　

吉
井
美
弥
子
氏
「
蜻
蛉
巻
試
論

―
浮
舟
の
「
四
十
九
日
」」（『
読
む
源
氏
物
語　

読
ま
れ
る
源
氏
物
語
』
森
話
社
、
二
〇
〇
八
年
、
初
出
一
九
八
九
年
）。

宮
の
君
と
浮
舟
、
あ
る
い
は
女
一
宮
と
の
重
な
り
に
つ
い
て
は
宗
雪
修
三
氏
「「
世
づ
か
ぬ
」
薫

―
蜻
蛉
の
巻
の
独
詠
歌
と
主
題
」（
物
語
研
究
会
編

『
物
語
研
究

―
特
集
・
語
り
そ
し
て
引
用
』
新
時
代
社
、
一
九
八
六
年
）、
原
陽
子
氏
「
女
一
の
宮
物
語
の
ゆ
く
え
」（
今
井
卓
爾
・
鬼
塚
隆
昭
・
後
藤

祥
子
・
中
野
幸
一
編
『
源
氏
物
語
講
座　

第
四
巻　

京
と
宇
治
の
物
語　

物
語
作
家
の
世
界
』
勉
誠
社
、
一
九
九
二
年
）、
池
田
和
臣
氏
「
浮
舟
物
語
の

方
法

―
二
つ
の
挿
話
を
め
ぐ
っ
て

―
」（『
源
氏
物
語　

表
現
構
造
と
水
脈
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
〇
一
年
、
初
出
一
九
九
七
年
）
に
も
言
及
が
あ

り
、
宮
の
君
の
存
在
は
大
君
の
魅
力
を
想
起
さ
せ
る
と
す
る
三
角
洋
一
氏
「
蜻
蛉
巻
の
宮
の
君
」（『
む
ら
さ
き
』
第
四
十
八
輯
、
紫
式
部
学
会
、
二
〇

一
一
年
一
二
月
）
も
あ
る
。

４　

野
村
倫
子
氏
「「
蜻
蛉
」
の
宮
の
君

―
薫
の
浮
舟
評
を
対
女
房
意
識
よ
り
み
る

―
」（『『
源
氏
物
語
』
宇
治
十
帖
の
継
承
と
展
開　

女
君
流
離
の
物
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語
』
和
泉
書
院
、
二
〇
一
一
年
、
初
出
一
九
九
九
年
・
二
〇
〇
六
年
）

５　

阿
部
秋
生
氏
「
作
者
の
環
境
」（『
源
氏
物
語
研
究
序
説
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
四
年
）、
吉
川
真
司
氏
「
平
安
時
代
に
お
け
る
女
房
の
存
在
形
態
」

（『
律
令
官
僚
制
の
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
、
初
出
一
九
九
五
年
）

６　

注
４
野
村
倫
子
氏

７　

高
橋
由
記
氏
「『
源
氏
物
語
』「
蜻
蛉
」
巻
の
宮
の
君
」（『
平
安
文
学
の
人
物
と
史
的
世
界

―
随
筆
・
私
家
集
・
物
語

―
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一

九
年
、
初
出
二
〇
〇
一
年
）

８　

宮
の
君
の
出
仕
に
つ
い
て
久
下
裕
利
氏
は
「
現
実
に
起
こ
り
得
る
事
例
の
反
映
で
あ
っ
た
可
能
性
」
が
あ
る
と
し
（「
宇
治
十
帖
の
表
現
位
相

―
作
者

の
時
代
と
の
交
差

―
」『
源
氏
物
語
の
記
憶

―
時
代
と
の
交
差
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
七
年
、
初
出
二
〇
一
〇
年
）、
廣
田
収
氏
は
「
歴
史
の
現

実
に
よ
る
物
語
へ
の
「
浸
食
」」
と
す
る
（「
式
部
卿
宮
の
姫
君
の
出
仕
」
横
井
孝
・
久
下
裕
利
編
『
宇
治
十
帖
の
新
世
界
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
八

年
）。

９　

千
野
裕
子
氏
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
中
の
高
貴
な
女
房
た
ち
に
つ
い
て
論
じ
る
な
か
で
宮
の
君
と
の
相
違
に
言
及
し
て
い
る
（「『
う
つ
ほ
物
語
』
の
女
房

た
ち
」『
女
房
た
ち
の
王
朝
物
語
論　
『
う
つ
ほ
物
語
』『
源
氏
物
語
』『
狭
衣
物
語
』』
青
土
社
、
二
〇
一
七
年
、
初
出
二
〇
一
三
年
）。
本
論
で
は
宮
の

君
の
出
仕
経
緯
に
継
母
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
継
子
譚
と
の
関
係
を
分
析
す
る
。

10　

池
田
和
臣
氏
「『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
継
子
譚
の
形
態
分
析

―
玉
鬘
物
語
の
解
析
の
た
め
に

―
」（『
源
氏
物
語　

表
現
構
造
と
水
脈
』
武
蔵
野
書

院
、
二
〇
〇
一
年
、
初
出
一
九
九
七
年
）。
上
坂
信
男
氏
も
継
母
が
宮
の
君
に
「
こ
と
に
あ
ひ
思
は
で
」
と
冷
淡
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
既
存
の
継
母
像

を
踏
ま
え
た
も
の
と
言
及
す
る
（「
源
氏
物
語
の
思
惟
と
そ
の
超
克

―
継
母
子
物
語
の
ば
あ
い

―
」『
平
安
文
学
研
究
』
第
五
十
四
巻
、
平
安
文
学

研
究
会
、
一
九
七
五
年
）。

11　

注
10
池
田
和
臣
氏
や
上
坂
信
男
氏
の
論
考
の
ほ
か
石
川
徹
氏
「
継
子
も
の
と
そ
の
周
辺

―
落
窪
物
語
を
め
ぐ
っ
て

―
」（『
平
安
時
代
物
語
文
学
論
』

笠
間
書
院
、
一
九
七
九
年
、
初
出
一
九
六
七 

年
）、
日
向
一
雅
氏
「
源
氏
物
語
と
継
子
譚
」（『
源
氏
物
語
の
主
題　
「
家
」
の
遺
志
と
宿
世
の 

物
語
の

構
造
』
桜
楓
社
、
一
九
八
三
年
）、
高
木
和
子
氏
「『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
継
子
譚
の
位
相
」（『
源
氏
物
語
の
思
考
』
風
間
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、
初

出
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
参
照
。
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12　

陣
野
英
則
氏
「
主
人
格
の
女
性
と
女
房
た
ち
と
の
間
」（『
源
氏
物
語
論　

女
房
・
書
か
れ
た
言
葉
・
引
用
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
六
年
、
初
出
二
〇
〇

五
年
）

13　

畑
恵
里
子
氏
「「
蓬
生
」
巻
の
末
摘
花
と
『
落
窪
物
語
』

―
「
わ
が
む
す
め
ど
も
の
使
ひ
人
」
考

―
」（『
王
朝
継
子
物
語
と
力

―
落
窪
物
語
か
ら

の
視
座

―
』
新
典
社
、
二
〇
一
〇
年
、
初
出
二
〇
〇
八 

年
）。
な
お
畑
氏
は
「「
叔
母
」
と
は
「
母
」
へ
と
繋
が
り
、「
継
母
」
と
も
連
鎖
す
る
多
義

的
な 

存
在
」
と
末
摘
花
の
叔
母
を
継
母
に
連
な
る
存
在
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
本
文
の
う
え
で
「
叔 

母
」（
蓬
生
②
三
三
三
頁
）
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
力
点
を
置
き
、
あ
く
ま
で
も
継
母
で
は
な
い
存 

在
と
し
て
理
解
し
た
い
。

14　

こ
の
ほ
か
継
子
譚
の
枠
組
み
を
持
つ
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
浮
舟
の
物
語
で
も
女
君
が
匂
宮
か
ら
女
房
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
て
お
り
（
浮
舟
⑥
一

五
五
頁
）、
継
母
で
は
な
く
男
君
に
よ
っ
て
使
役 

さ
れ
る
点
が
特
徴
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

15　

本
稿
で
は
継
子
譚
と
の
関
係
に
焦
点
を
あ
て
た
が
、
注
９
千
野
氏
に
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
も
高
貴
な
出
自
の
女
房
は
複
数
登
場
し

て
い
る
。

16　

注
７
高
橋
由
記
氏
。
資
料
の
引
用
は
『
天
祚
禮
祀
職
掌
録
』（
塙
保
己
一
編
『
群
書
類
従　

第
三
輯　

帝
王
部
』
訂
正
三
版
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一

九
五
九
年
）
に
拠
る
。

17　
『
源
氏
物
語
大
成
』
に
よ
れ
ば
別
本
の
陽
明
家
本
と
保
坂
本
で
は
「
う
ち
言
ひ
て
」
を
「
い
ひ
て
」
と
す
る
が
、
ほ
か
に
目
立
っ
た
写
本
間
の
異
同
は
み

ら
れ
な
い
。

18　

こ
の
点
は
女
房
に
身
を
落
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
宮
の
君
の
葛
藤
や
苦
悩
が
掘
り
下
げ
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
る
。
先
の
本
文
一
で
語

り
手
が
「
あ
は
れ
」
と
評
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
宮
の
君
の
出
仕
が
零
落
の
意
味
を
持
つ
こ
と
は
見
て
取
れ
る
が
、
女
君
の
内
面
に
は
焦
点
が
あ
て
ら

れ
て
お
ら
ず
、
以
後
も
そ
の
胸
中
が
語
ら
れ
る
場
面
は
見
出
せ
な
い
。
一
方
、
落
窪
の
君
の
場
合
は
継
母
か
ら
酷
使
さ
れ
る
な
か
で
「
い
か
で
な
ほ
消

え
う
せ
ぬ
る
わ
ざ
も
が
な
」（
巻
之
一
、
一
九
頁
）
等
と
絶
望
し
た
心
中
が
語
ら
れ
て
お
り
、
男
君
に
よ
る
救
済
が
必
然
化
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

19　

先
の
本
文
二
で
宮
の
君
の
居
所
は
「
御
方
」
と
語
ら
れ
て
い
た
が
、
同
じ
女
一
宮
付
き
女
房
の
小
宰
相
の
君
の
場
合
は
「
局
」（
蜻
蛉
⑥
二
四
六
頁
）
と

語
ら
れ
、
主
人
で
あ
る
女
一
宮
の
居
所
が
「
御
方
」
と
語
ら
れ
て
い
る
（
蜻
蛉
⑥
二
四
五
頁
）。
こ
う
し
た
語
ら
れ
方
に
即
せ
ば
、
宮
の
君
は
他
の
女
房

と
一
線
を
画
す
と
と
も
に
主
人
格
の
一
面
す
ら
持
つ
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
『
源
氏
物
語
大
成
』
に
よ
れ
ば
こ
れ
ら
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の
表
現
に
写
本
間
の
異
同
は
み
ら
れ
な
い
。

20　

夙
に
三
田
村
雅
子
氏
は
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
女
主
人
公
の
死
後
、
そ
の
形
代
と
し
て
召
人
が
登
場
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（「
源
氏
物
語
に
お

け
る
〈
形
代
〉」（『
源
氏
物
語　

感
覚
の
論
理
』
有
精
堂
出
版
、
一
九
九
六
年
、
初
出
一
九
七
〇
年
）

21　

注
３
原
陽
子
氏

22　

す
で
に
注
８
廣
田
収
氏
は
薫
が
宮
の
君
と
女
一
宮
を
「
同
じ
人
」
と
捉
え
て
い
る
点
に
注
目
し
て
「
薫
は
、「
ゆ
か
り
」
と
み
る
人
物
は
同
じ
だ
と
い
う

人
間
の
類
同
の
認
識
に
囚
わ
れ
て
い
る
」
と 

論
じ
て
い
る
。
本
稿
の
論
旨
も
廣
田
氏
の
理
解
に
重
な
る
面
は
あ
る
が
、
着
眼
点
が
異
な
り
、
浮
舟
に
対

す
る
薫
の
認
識
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
。

23　

秋
山
虔
「
薫
大
将
の
人
間
像
」（『
源
氏
物
語
の
世
界
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
四
年
、
初
出
一
九
五
七
年
）、
藤
本
勝
義
氏
「
浮
舟
失
踪
の
波
紋
」

（
秋
山
虔
・
木
村
正
中
・
清
水
好
子
編
『
講
座　

源
氏
物
語
の
世
界　

第
九
集
』
有
斐
閣
、
一
九
八
四
年
）
等

［
付
記
］
本
稿
は
日
本
文
学
協
会
第
三
十
八
回
研
究
発
表
大
会
（
於
金
沢
大
学
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
の
内
容
に
加
筆
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
お

よ
び
発
表
後
に
ご
教
示
を
賜
っ
た
先
生
方
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
る
。

日
本
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学
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ー
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は
じ
め
に

二
月
二
二
日
は
「
猫
の
日
」
だ
と
い
う
。
誰
が
決
め
た
の
か
。
猫
の
日

実
行
委
員
会
で
あ
る
と
い
う
。
い
つ
決
ま
っ
た
の
か
。
一
九
八
七
年
だ
と

い
う
。で
は
、「
犬
の
日
」は
ど
う
だ
ろ
う（
戌
の
日
で
は
な
い
。念
の
た
め
）。

こ
ち
ら
は
一
一
月
一
日
で
あ
る
と
い
う
。
な
る
ほ
ど
。
や
は
り
一
九
八
七

年
に
制
定
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
関
わ
っ
て
い
る
の
は
一
般

社
団
法
人
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
協
会
で
あ
る
。

ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
協
会
の
前
身
は
、
一
九
六
九
年
に
設
立
さ
れ
た
日
本

ド
ッ
グ
フ
ー
ド
工
業
会
で
あ
る
。
そ
の
後
、
ペ
ッ
ト
の
多
様
化
、
こ
と
に

猫
を
飼
う
家
庭
が
増
え
た
こ
と
で
キ
ャ
ッ
ト
フ
ー
ド
市
場
が
拡
大
。
日
本

ド
ッ
グ
フ
ー
ド
工
業
会
は
一
九
七
五
年
に
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
工
業
会
に
名
称

変
更
を
行
い
、
二
〇
〇
九
年
に
は
一
般
社
団
法
人
化
さ
れ
、
名
称
も
ペ
ッ

ト
フ
ー
ド
協
会
に
改
め
ら
れ
た
。

（
１
）

ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
業
界
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
か
つ
て
日
本
で
ペ
ッ

ト
と
い
え
ば
犬
で
あ
っ
た
。
二
〇
〇
七
年
三
月
に
行
わ
れ
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
世

論
調
査
で
も
、
日
本
人
が
好
き
な
動
物
の
ト
ッ
プ
は
犬
で
、
当
時
、
犬
は

第
二
位
の
猫
の
倍
近
い
ポ
イ
ン
ト
を
獲
得
し
て
い
た
。

（
２
）

だ
が
、
は
っ
き
り
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夫

言
っ
て
、
今
ト
レ
ン
ド
は
猫
で
あ
る
。

そ
う
い
え
ば
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
「
岩
合
光
昭
の
世
界
ネ
コ
歩
き
」
が
単
発
の

特
番
か
ら
レ
ギ
ュ
ラ
ー
番
組
に
昇
格
し
た
の
は
二
〇
一
三
年
の
こ
と
で
あ

る
。
も
う
そ
の
頃
に
は
十
分
な
手
応
え
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
二
〇
一
五

年
ご
ろ
に
は
猫
関
連
の
ニ
ー
ズ
の
高
ま
り
か
ら
「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
」
な
ら

ぬ
「
ネ
コ
ノ
ミ
ク
ス
」（
猫
の
経
済
効
果
）
な
ど
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ

始
め
、

（
３
）

そ
れ
か
ら
ほ
ど
な
く
、
猫
の
飼
育
頭
数
は
つ
い
に
犬
の
そ
れ
を
上

回
っ
た
。

（
４
）

犬
雑
誌
、
猫
雑
誌
の
発
行
部
数
も
同
様
で
あ
り
、
（
５
）

今
や
「
空
前

の
猫
ブ
ー
ム
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

（
６
）

い
っ
た
い
、ブ
ー
ム
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
に
し
て
発
生
す
る
の
か
、

そ
の
理
由
・
条
件
・
背
景
・
プ
ロ
セ
ス
に
は
様
々
な
社
会
的
要
因
が
絡
み

合
っ
て
い
て
、
分
析
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
が
、
一
九
八
〇
年
代
初

頭
の
「
な
め
猫
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、ブ
ー
ム
と
い
う
も
の
は
往
々

に
し
て
数
年
程
度
で
終
息
す
る
こ
と
が
多
く
、
た
い
て
い
は
あ
る
特
定
の

時
代
・
社
会
、
あ
る
い
は
特
定
の
世
代
や
集
団
等
の
な
か
で
起
き
る
「
一

過
性
の
出
来
事
」
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
の
「
流
行
」
で
あ

り
、「
ブ
ー
ム
」
な
の
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、
そ
れ
が
あ
る
臨
界
点
を

突
破
し
て
、
広
く
社
会
に
認
知
、
受
容
さ
れ
て
い
く
と
、
発
生
当
時
は
新

－15－

吾
輩
も
猫
で
あ
る　

─
日
本
文
学
史
の
中
の
ネ
コ
た
ち
（
そ
の
一
）



奇
な
「
流
行
」
で
あ
っ
た
も
の
も
、
い
つ
し
か
「
普
通
」
の
出
来
事
に
な

り
、
新
た
な
「
常
識
」、
新
た
な
「
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
と
な
る
。

そ
の
意
味
で
言
う
と
、
ブ
ー
ム
な
る
も
の
が
い
か
に
し
て
発
生
す
る
の

か
、
と
い
う
問
題
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
ブ
ー
ム
が
一
過
性
の
ブ
ー
ム
に

終
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
い
か
に
し
て
社
会
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
な
っ
て
い
く

の
か
、
と
い
う
問
題
も
ま
た
、
非
常
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

ち
な
み
に
、以
前
で
あ
れ
ば
、関
連
業
界
や
マ
ス
コ
ミ
が
意
図
的
に
ブ
ー

ム
を
「
作
り
出
す
」
と
い
う
こ
と
も
十
分
あ
り
え
た
が
、
昨
今
の
猫
ブ
ー

ム
は
そ
れ
と
は
異
な
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
と
、
そ
れ
に
伴
う
動

画
共
有
サ
イ
ト
や
誰
で
も
容
易
に
情
報
発
信
可
能
な
各
種
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
隆
盛

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

（
７
）

た
し
か
に
、
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
の
日
本
語
版
サ
ー
ビ
ス
開
始
が
二
〇
〇
七

年
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
の
日
本
語
版
が
二
〇
〇
八
年
、
ラ

イ
ン
は
二
〇
一
一
年
、
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
が
二
〇
一
四
年
と
、
日
本
国
内

に
お
け
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
普
及
は
目
覚
ま
し
い
も
の
が
あ
る
。
こ
う
し
た
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
サ
ー
ビ
ス
を
通
じ
て
、
日
々
膨
大
な
量
の
「
猫
」
動
画
、「
猫
」

画
像
が
電
脳
空
間
に
あ
ふ
れ
、
と
り
わ
け
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
レ
ベ
ル
で
の
交

流
と
交
歓
、
癒
し
と
触
れ
合
い
を
促
し
て
い
る
こ
と
は
、
ま
ず
間
違
い
な

い
。

（
８
）他

方
、
リ
ア
ル
な
と
こ
ろ
で
は
、
こ
う
し
た
「
癒
し
と
触
れ
合
い
」
を

ビ
ジ
ネ
ス
に
し
た
猫
カ
フ
ェ
が
あ
る
。
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
に
よ
れ
ば
、
猫

カ
フ
ェ
は
台
湾
発
祥
で
、日
本
で
は
二
〇
〇
四
年
、大
阪
に
誕
生
し
た
「
猫

の
時
間
」
が
国
内
初
の
猫
カ
フ
ェ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
９
）

そ
の
後
、
猫

カ
フ
ェ
は
急
激
に
増
加
し
、
環
境
省
の
調
査
に
よ
れ
ば
「
２
０
０
５
年
に

３
店
舗
だ
っ
た
も
の
が
、
２
０
１
５
年
末
時
点
で
は
約
３
０
０
店
舗
が
全

国
に
展
開
し
て
い
る
。」
と
い
う
。）

（1
（

い
や
、
電
脳
空
間
に
お
け
る
「
猫
」
動
画
や
「
猫
」
画
像
の
爆
発
的
感

染
拡
大
（
た
だ
し
現
状
で
は
日
本
国
内
に
限
ら
れ
て
い
る
）
に
比
べ
れ
ば
、

猫
カ
フ
ェ
の
実
店
舗
な
ど
物
の
数
で
は
な
い
、
と
い
う
見
方
も
あ
り
う
る

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
猫
カ
フ
ェ
で
あ
れ
何
で
あ
れ
、
小
規
模
な
が
ら
、
実

際
に
店
舗
を
構
え
、
人
を
雇
い
、
猫
を
養
い
、
多
額
の
コ
ス
ト
を
か
け
な

が
ら
経
営
を
維
持
し
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
た
や
す
い
こ

と
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
わ
ず
か
十
年
で
店
舗
数
が
百
倍
と
い
う
増

え
方
は
、
や
は
り
驚
異
的
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
猫
カ
フ
ェ
じ
た
い
は
近
年
流
行
の
新
業
態
で
あ
る
が
、
朝

倉
無
声
『
見
世
物
研
究
』
に
よ
る
と
、
珍
し
い
動
物
た
ち
の
見
世
物
興
行

は
す
で
に
江
戸
時
代
初
期
（
寛
永
ご
ろ
、
一
七
世
紀
前
半
）
か
ら
行
わ
れ

て
お
り
、
そ
の
後
、
将
軍
綱
吉
の
時
代
（
一
七
世
紀
末
～
一
八
世
紀
初
）

に
生
類
見
世
物
禁
止
令
が
出
さ
れ
た
り
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
一
八
世

紀
末
の
「
寛
政
年
代
か
ら
江
戸
の
浅
草
と
両
国
と
に
、
孔
雀
茶
屋
を
初マ

マ

め

鹿
茶
屋
や
珍
物
茶
屋
、
又
大
阪
の
下
寺
町
と
名
古
屋
の
末
広
町
と
に
、
孔

雀
茶
屋
を
開
場
し
た
。（
中
略
）
其
中
で
も
江
戸
の
孔
雀
茶
屋
は
、
最
も

好
評
を
得
た
の
で
、
化
成
度
（
引
用
者
注
…
一
九
世
紀
初
頭
）
に
花
鳥
茶

屋
と
改
称
す
る
と
同
時
に
、
大
い
に
規
模
を
拡
張
し
て
、
多
く
の
珍
禽
獣

を
見
せ
た
」と
あ
る
。）

（（
（

あ
る
い
は
、若
尾
謙
二『
動
物
園
革
命
』も
ま
た
、「
江

戸
時
代
の
初
期
に
は
、
京
都
の
四
条
河
原
で
珍
獣
の
見
世
物
の
興
行
が
行

わ
れ
て
い
た
。（
中
略
）
江
戸
堺
町
や
大
坂
の
道
頓
堀
な
ど
で
も
、
動
物

の
見
世
物
興
行
は
活
況
を
呈
し
て
い
た
。
江
戸
時
代
後
期
に
な
り
、
都
市

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
六
号
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の
人
口
も
ふ
え
る
と
、
都
市
に
設
け
ら
れ
た
茶
屋
に
動
物
が
配
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
定
着
し
た
園
地
で
動
物
を
展
示
す
る
施
設
と
し
て
、
大
坂
の

孔
雀
茶
屋
、
江
戸
の
花
鳥
茶
屋
な
ど
の
民
営
の
園
地
が
登
場
」
し
た
と
述

べ
て
お
り
、）

（1
（

日
本
で
は
一
八
世
紀
末
の
寛
政
年
間
に
「
孔
雀
茶
屋
」「
花

鳥
茶
屋
」「
名
鳥
茶
屋
」な
ど
、美
し
い
鳥
や
珍
し
い
動
物
を
客
寄
せ
に
使
っ

た
茶
屋
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

朝
倉
無
声
は
「
こ
れ
ら
の
茶
屋
は
、
動
物
園
の
先
駆
を
な
す
も
の
で
」

あ
る
と
記
す
が
、
動
物
の
展
示
（
見
世
物
）
と
喫
茶
の
取
り
合
わ
せ
は
、

動
物
園
と
い
う
よ
り
、
ま
さ
に
猫
カ
フ
ェ
の
先
駆
形
態
と
い
っ
て
よ
く
、

さ
す
れ
ば
二
一
世
紀
初
頭
の
猫
カ
フ
ェ
の
登
場
、
あ
る
い
は
全
国
各
地
を

巡
回
す
る
「
ふ
れ
あ
い
ね
こ
展
」
等
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
た
と
え
そ
の
発
祥

が
海
外
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
い
ず
れ
日
本
に
出
現
し
て
何
ら
お
か

し
く
な
い
代
物
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。）

（1
（

以
上
は
主
と
し
て
「
生
き
た
猫
」「
生
身
の
猫
」
た
ち
の
話
だ
が
、
近

年
の
猫
カ
フ
ェ
の
隆
盛
や
ネ
ッ
ト
上
の
写
真
や
動
画
の
氾
濫
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
こ
の
間
、
美
術
界
で
も
盛
ん
に
「
猫
展
」
が
開
催
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
（
む
ろ
ん
こ
れ
も
日
本
国
内
の
話
で

あ
る
）。

た
と
え
ば
、
日
頃
か
ら
猫
を
モ
チ
ー
フ
に
作
品
を
創
作
し
て
い
る
現
代

の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
が
一
堂
に
会
し
、
丸
善
丸
の
内
本
店
ギ
ャ
ラ
リ
ー

で
作
品
を
展
示
即
売
す
る
「
Ｃ
Ａ
Ｔ
ア
ー
ト
フ
ェ
ス
タ
」
が
始
ま
っ
た
の

は
二
〇
〇
五
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
翌
年
に
は
、
平
木
浮
世
絵
美
術

館U
K

IY
O

-e T
O

K
Y

O

開
館
記
念
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に
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も
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〟
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ど
の

ね
こ
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T
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N
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』
が
開
催
さ
れ
（
二
〇
〇
六

年
一
〇
月
五
日
～
一
二
月
一
七
日
）、
二
〇
〇
九
年
に
は
江
戸
東
京
博
物

館
で
「
江
戸
東
京
ね
こ
づ
く
し
展
」（
二
〇
〇
九
年
八
月
一
三
日
～
九
月

二
七
日
）、
二
〇
一
二
年
に
は
太
田
記
念
美
術
館
の
「
浮
世
絵
猫
百
景
―

国
芳
一
門
ネ
コ
づ
く
し
展
」（
二
〇
一
二
年
六
月
一
日
～
七
月
二
六
日
）、

二
〇
一
五
年
に
は
名
古
屋
市
博
物
館
「
い
つ
だ
っ
て
猫
展
」（
二
〇
一
五

年
四
月
二
五
日
～
六
月
七
日
）
等
が
あ
り
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
巡
回
展
を

含
め
れ
ば
、
二
〇
〇
〇
年
代
初
頭
、
す
な
わ
ち
平
成
の
後
半
は
、
日
本
全

国
「
猫
だ
ら
け
」「
ね
こ
づ
く
し
」「
猫
が
い
っ
ぱ
い
」「
猫
ま
み
れ
」「
い

つ
だ
っ
て
猫
」
等
々
、
と
う
て
い
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
「
猫
展
」
が
い

つ
も
ど
こ
か
で
開
か
れ
て
い
る
、
と
い
っ
た
よ
う
な
状
況
が
出
来
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
猫
展
」
で
よ
く
お
目
に
か
か
る
の
は
、
江
戸
時
代
の
浮
世

絵
、
そ
れ
も
当
代
き
っ
て
の
人
気
絵
師
だ
っ
た
歌
川
国
芳
（
一
七
九
八
～

一
八
六
一
）
と
そ
の
弟
子
た
ち
の
作
品
で
あ
ろ
う
。）

（1
（

国
芳
が
無
類
の
猫
好

き
で
あ
っ
た
こ
と
は
あ
ま
り
に
有
名
な
話
だ
が
、
か
と
い
っ
て
、
さ
す
が

の
国
芳
も
猫
の
絵
ば
か
り
描
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
武
者
絵
、
役
者

絵
、美
人
画
、風
俗
画
、戯
画
、春
画
等
々
、当
時
の
絵
師
た
ち
が
そ
う
だ
っ

た
よ
う
に
、国
芳
も
求
め
に
応
じ
て
ど
の
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
で
も
描
い
た
。

中
で
も
国
芳
が
最
も
得
意
と
し
て
い
た
の
は
、
そ
し
て
当
時
最
も
人
気
が

あ
っ
た
の
は
、
や
は
り
大
胆
な
構
図
と
躍
動
感
に
満
ち
た
武
者
絵
で
あ
ろ

う
。
国
芳
は
一
九
九
六
年
の
生
誕
二
〇
〇
年
、
さ
ら
に
ま
た
二
〇
一
一
年

の
没
後
一
五
〇
年
と
、
比
較
的
近
い
時
期
に
国
内
外
で
大
規
模
な
展
覧
会

が
開
催
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
に
な
く
認
知
度
・
注
目
度
が
高
ま
っ
て
い
る
と

こ
ろ
だ
が
、中
に
は
各
種
「
猫
展
」
に
よ
っ
て
、は
じ
め
て
国
芳
を
知
っ
た
、
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あ
る
い
は
浮
世
絵
の
魅
力
に
目
覚
め
た
、
と
い
う
人
た
ち
も
少
な
く
な
い

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
国
芳
フ
ァ
ン
、
浮
世
絵
フ
ァ

ン
、
あ
る
い
は
美
術
愛
好
家
の
裾
野
拡
大
に
、
こ
う
し
た
「
猫
展
」
が
大

な
り
小
な
り
寄
与
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。）

（1
（

さ
て
、
二
〇
一
九
年
一
〇
月
一
九
日
と
二
〇
日
の
両
日
、
本
学
で
大
学

祭
が
行
わ
れ
た
。
同
年
は
、
五
月
に
今
上
天
皇
の
即
位
・
改
元
が
行
わ
れ
、

か
つ
本
学
と
し
て
も
四
年
制
大
学
に
な
っ
て
開
学
七
十
周
年
と
い
う
節
目

の
年
で
あ
っ
た
。
我
が
日
本
文
学
科
で
は
こ
の
記
念
す
べ
き
年
の
大
学

祭
に
、
学
科
の
特
別
企
画
と
し
て
「
に
ち
ぶ
ん
猫
展
だ
ヨ
！ 

全
員
集
合
」

と
い
う
展
示
を
行
っ
た
。

筆
者
も
か
つ
て
猫
を
飼
っ
て
い
た
、
そ
れ
ゆ
え
猫
と
い
う
存
在
に
、
犬

よ
り
は
親
近
感
が
あ
り
、
か
つ
ま
た
ど
こ
と
な
く
心
魅
か
れ
る
も
の
を
感

じ
て
い
た
、
と
は
い
う
も
の
の
、
学
問
的
な
テ
ー
マ
と
し
て
は
あ
ま
り
意

識
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
た
ま
た
ま
同
年
、
仙
台
市
博
物
館
で
東

日
本
初
と
な
る
「
い
つ
だ
っ
て
猫
展
」（
二
〇
一
九
年
四
月
一
九
日
～
六

月
九
日
）が
開
催
さ
れ
、連
日
大
勢
の
来
場
者
を
集
め
て
い
た
こ
と
も
あ
っ

て
、「
見
る
」
だ
け
で
は
な
い
、「
読
む
」
猫
展
が
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は

な
い
か
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
人
に
愛
さ
れ
て
い
る
「
猫
」
た

ち
を
案
内
人
に
す
れ
ば
、
文
学
、
こ
と
に
一
般
に
は
な
じ
み
が
薄
く
、
小

難
し
く
て
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
と
思
わ
れ
が
ち
な
古
典
文
学
の
世
界
に
親
し

ん
で
も
ら
う
き
っ
か
け
作
り
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
こ
の
企

画
展
に
取
り
組
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。）

（1
（

二
〇
一
九
年
の
「
に
ち
ぶ
ん
猫
展
」
は
、
古
代
か
ら
近
世
ま
で
の
古
典

文
学
（
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
等
、
古
典
芸
能
を
含
む
）
の
中
に
登
場
す
る
猫

た
ち
を
時
代
順
に
並
べ
、
こ
れ
ら
を
一
般
来
場
者
や
学
生
向
け
に
、
あ
る

も
の
は
原
文
、
あ
る
も
の
は
現
代
語
訳
と
、
硬
軟
取
り
混
ぜ
て
、
わ
か
り

や
す
く
紹
介
す
る
と
い
う
方
針
を
立
て
た
。
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
ど
う
し

て
も
文
字
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
（
い
や
、
も
と
も
と
「
読
む
」
猫
展
な

の
だ
が
…
）。
そ
こ
で
、
会
場
に
は
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
盛
ん
に
制

作
さ
れ
た
浮
世
絵
や
お
も
ち
ゃ
絵
等
、
筆
者
架
蔵
の
資
料
（
む
ろ
ん
大
し

た
作
で
は
な
い
が
、
や
は
り
コ
ピ
ー
や
デ
ジ
タ
ル
画
像
と
違
っ
て
本
物
・

現
物
の
力
は
侮
り
が
た
い
）
を
展
示
し
て
、
来
場
者
に
楽
し
ん
で
も
ら
う

こ
と
に
し
た
。
ま
た
、
そ
れ
と
と
も
に
、
学
生
た
ち
や
教
職
員
に
呼
び
か

け
、「
に
ち
ぶ
ん
猫
展
」の
た
め
に
自
慢
の
猫
写
真
を
投
稿
し
て
も
ら
っ
た
。

こ
れ
ら
を
プ
リ
ン
ト
し
、
盛
大
に
展
示
し
て
、
来
場
者
が
自
分
た
ち
の
猫

の
「
晴
れ
姿
」
を
見
に
来
る
…
つ
い
で
に
、
い
ろ
ん
な
猫
た
ち
に
出
会
い

…
つ
い
で
に
文
学
の
中
に
描
か
れ
た
猫
た
ち
に
も
触
れ
て
も
ら
う
、
と
い

う
ス
タ
イ
ル
を
取
り
入
れ
た
。
あ
り
が
た
い
こ
と
に
、
反
応
も
上
々
で
、

古
典
文
学
の
世
界
に
も
こ
ん
な
に
猫
が
い
た
の
か
、
と
い
う
新
鮮
な
驚
き

を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
。

「
に
ち
ぶ
ん
猫
展
」
そ
の
も
の
は
大
学
祭
の
二
日
間
で
終
了
し
た
が
、

資
料
調
査
は
そ
う
簡
単
に
は
終
わ
ら
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
特
定
の
時
代

や
作
家
に
限
定
し
た
作
業
で
は
な
か
っ
た
た
め
、（
そ
ん
な
こ
と
は
最
初

か
ら
分
か
っ
て
い
た
こ
と
で
は
あ
る
が
…
）
個
人
で
取
り
組
む
に
は
限
界

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
特
に
時
代
が
下
っ
て
近
世
に
な
る
と
、
資
料
が
激

増
す
る
。
し
か
も
、
近
世
と
い
う
時
代
は
文
学
・
美
術
・
演
劇
（
芸
能
）

が
相
互
に
連
絡
・
影
響
し
合
い
、
こ
れ
ら
が
今
で
い
う
と
こ
ろ
の
メ
デ
ィ

ア
ミ
ッ
ク
ス
的
な
展
開
を
し
は
じ
め
る
の
で
、
リ
ニ
ア
な
（
文
字
・
文
章

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
六
号
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だ
け
の
）
文
学
史
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
と
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
部

分
が
あ
る
。
と
う
て
い
一
人
で
は
カ
バ
ー
し
き
れ
な
い
内
容
と
分
量
で
あ

る
。
そ
れ
で
も
、
一
度
手
を
つ
け
た
以
上
、
中
途
で
放
り
出
す
こ
と
は
で

き
な
い
。
何
と
か
全
体
像
が
見
え
る
と
こ
ろ
ま
で
歩
み
を
進
め
よ
う
。
そ

う
考
え
て
こ
こ
ま
で
や
っ
て
き
た
が
、
一
方
、
調
査
が
終
わ
る
の
を
待
っ

て
い
て
は
、
つ
い
に
発
表
の
機
会
は
訪
れ
な
い
。
そ
こ
で
今
回
、
内
容
不

十
分
な
が
ら
、
資
料
編
だ
け
で
も
少
し
ず
つ
発
表
し
て
お
こ
う
と
考
え
た

次
第
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
猫
と
い
う
の
は
い
さ
さ
か
不
思
議
な
存
在
で
あ
る
。

日
本
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
ペ
ッ
ト
の
ツ
ー
ト
ッ
プ
が
犬
と
猫
で
あ
る
と
し

て
、
し
か
し
、
犬
と
猫
と
で
は
何
か
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

犬
は
五
大
昔
話
に
数
え
ら
れ
る「
桃
太
郎
」や「
花
咲
爺
」に
も
登
場
し
、

日
本
人
に
と
っ
て
は
古
く
か
ら
な
じ
み
の
あ
る
動
物
で
あ
る
。
い
や
、
な

じ
み
が
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
多
数
の
考
古
学
的
な
成
果
（
埋
葬
例
）
に
よ
っ

て
、
犬
た
ち
は
縄
文
時
代
の
早
い
時
期
か
ら
私
た
ち
の
祖
先
と
と
も
に
暮

ら
し
て
き
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。）

（1
（

こ
れ
ら
は
主
に
猟
犬
と
し
て
活
躍

し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
犬
と
い
う
動
物
は
家
畜
の
中
で
も
と
て
も
賢
い
動

物
だ
し
、
何
よ
り
主
人
に
従
順
、
忠
実
。
危
険
な
任
務
も
果
敢
に
こ
な
し
、

人
の
役
に
立
つ
こ
と
こ
の
上
な
い
「
益
獣
」
で
あ
る
。
い
や
、
猫
だ
っ
て

ネ
ズ
ミ
や
モ
グ
ラ
を
捕
る
け
れ
ど
、
猟
犬
、
番
犬
、
盲
導
犬
、
麻
薬
捜
査

に
災
害
救
助
、
ど
ん
な
分
野
も
オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
に
こ
な
せ
る
お
犬
様
に

は
と
う
て
い
か
な
う
ま
い
。
だ
か
ら
こ
そ
犬
た
ち
は
、
八
千
年
も
前
か
ら

人
の
暮
ら
し
に
寄
り
添
い
、
特
定
の
任
務
を
帯
び
た
使
役
犬
と
し
て
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
ペ
ッ
ト
と
い
う
名
の
「
家
族
の
一
員
」
と
し
て
も
長
ら

く
主
役
の
座
を
維
持
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
し
か
し
、
犬
に
は
猫

の
よ
う
な
「
不
思
議
さ
」
は
な
い
。
犬
の
こ
と
を
「
な
ん
だ
か
変
な
や
つ

だ
な
あ
」「
不
思
議
な
や
つ
だ
な
あ
…
」
と
し
み
じ
み
思
う
人
も
、
ま
ず

あ
る
ま
い
。

だ
が
そ
れ
は
犬
た
ち
の
せ
い
で
は
な
い
。
犬
た
ち
が
私
た
ち
に
と
っ
て

「
不
可
思
議
な
存
在
」
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
犬
た
ち
の
落
ち

度
で
は
な
い
（
当
然
で
す
ね
）。
そ
う
思
う
の
は
あ
く
ま
で
私
た
ち
の
問

題
だ
か
ら
で
あ
る
。
ひ
る
が
え
っ
て
猫
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
ど
う
も
猫

た
ち
に
は
「
世
の
中
の
役
に
立
つ
」
と
か
「
立
た
な
い
」
と
か
、
実
用
性

や
有
用
性
な
ど
と
い
っ
た
切
り
口
が
通
用
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
だ
い

た
い
猫
を
訓
練
し
て
何
か
を
さ
せ
よ
う
、
麻
薬
捜
査
猫
や
災
害
救
助
猫
を

育
て
て
み
よ
う
、
な
ど
と
い
う
話
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
（
た
ぶ
ん
無
理

だ
ろ
う
）。
仮
に
猫
た
ち
に
「
癒
さ
れ
る
～
」
と
思
う
人
た
ち
が
大
勢
い

た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
私
た
ち
が
勝
手
に
癒
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
話
で
、

猫
は
セ
ラ
ピ
ー
犬
の
よ
う
に
特
別
な
訓
練
を
受
け
て
い
る
わ
け
で
も
な
い

し
、
悩
み
多
き
人
々
を
助
け
た
い
と
か
、
困
っ
て
い
る
人
た
ち
を
見
過
ご

す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
っ
た
よ
う
な
使
命
感
も
責
任
感
も
お
そ
ら
く

持
ち
合
わ
せ
て
は
い
な
い
。そ
ん
な
も
の
と
は
生
来
無
縁
で
生
涯
無
縁
の
、

し
か
し
人
間
に
と
っ
て
最
も
身
近
な
動
物
の
一
つ
、
そ
れ
が
猫
と
い
う
生

き
物
で
あ
る
。

そ
こ
で
私
た
ち
は
考
え
る
。
い
っ
た
い
猫
た
ち
は
な
ぜ
こ
ん
な
に
も

人
々
を
魅
了
す
る
の
だ
ろ
う
。
い
や
、
私
た
ち
は
な
ぜ
こ
ん
な
に
も
猫
た
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ち
に
魅
了
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
猫
た
ち
が
「
かき
ゃ

わ
い
い
！
」
か

ら
で
あ
る
。
猫
好
き
の
人
た
ち
に
聞
け
ば
、
み
な
そ
う
答
え
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、「
かき

ゃ

わ
い
い
も
の
に
理
由
な
ん
て
あ
り
ま
せ
ん
！　

説
明
不
要
！

証
明
お
わ
り
！
」
そ
う
言
わ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。

む
ろ
ん
、そ
う
い
う
気
持
ち
も
わ
か
ら
な
く
は
な
い
が
、私
は
、猫
だ
っ

て
た
だ
た
ん
に
「
かき

ゃ

わ
い
い
」
だ
け
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
も
思

う
の
で
あ
る
。
い
や
そ
も
そ
も
、「
た
だ
た
ん
に
」
か
わ
い
い
、
な
ど
と

い
う
も
の
は
こ
の
世
に
存
在
し
な
い
、
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
だ
ろ
う
。

す
で
に
い
く
つ
か
の
論
考
が
あ
る
よ
う
に
、「
か
わ
い
い
」
は
意
外
に
奥

が
深
い
の
で
あ
る
。）

（1
（

筆
者
と
し
て
は
当
面
（
と
い
う
か
今
後
も
）、
キ
テ
ィ
ち
ゃ
ん
や
ゴ
ス

ロ
リ
、
あ
る
い
は
な
ん
ち
ゃ
っ
て
制
服
等
々
、
現
代
日
本
が
世
界
中
に
広

め
た
「
か
わ
い
い
！
」
も
の
た
ち
、
そ
の
価
値
・
観
念
・
文
化
的
意
義
に

つ
い
て
真
正
面
か
ら
論
じ
る
予
定
は
な
い
が
、
猫
が
「
か
わ
い
い
！
」
か

ど
う
か
は
、
猫
自
身
の
問
題
と
い
う
以
上
に
、
そ
う
思
っ
て
し
ま
う
私
た

ち
自
身
の
問
題
で
あ
り
、
現
代
の
日
本
が
ま
さ
に
空
前
の
猫
ブ
ー
ム
だ
と

す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
す
ぐ
れ
て
現
代
社
会
の
あ
り
よ
う
に
直
結
し
た
、

ま
さ
に
今
日
的
な
問
題
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。）

（1
（

い
や
、
話
が
大
き
く
な
り
す
ぎ
た
よ
う
だ
。
こ
こ
で
ち
ょ
い
と
ば
か
り

猫
と
い
う
存
在
の
魅
力
、
あ
る
い
は
不
思
議
さ
に
つ
い
て
個
人
的
な
話
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

私
が
ま
だ
幼
い
こ
ろ
の
話
で
あ
る
。
我
が
家
で
最
初
に
飼
っ
た
動
物
は

犬
だ
っ
た
。
犬
種
は
ス
ピ
ッ
ツ
で
あ
る
。
ス
ピ
ッ
ツ
も
高
度
成
長
期
の
一

時
期
、
た
い
へ
ん
な
ブ
ー
ム
だ
っ
た
。
私
た
ち
は
そ
の
犬
を
「
タ
ロ
ウ
」

と
呼
ん
で
い
た
。
オ
ス
だ
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
の
私
は
小
さ
す
ぎ
て
、

犬
の
世
話
を
し
た
覚
え
も
、
い
っ
し
ょ
に
遊
ん
だ
記
憶
も
あ
ま
り
な
い
。

そ
の
犬
が
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
の
か
も
よ
く
覚
え
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対

し
て
猫
の
ほ
う
は
、
私
が
も
う
少
し
大
き
く
な
っ
て
か
ら
我
が
家
に
や
っ

て
き
た
。
も
と
は
ど
こ
か
の
飼
猫
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
う

ち
に
遊
び
に
来
る
の
で
、
家
族
の
誰
か
れ
が
庭
先
で
エ
サ
を
与
え
て
い
る

う
ち
に
、
い
つ
の
間
に
か
家
の
中
に
あ
が
り
こ
み
、
数
度
の
攻
防
戦
を
経

て
、
つ
い
に
我
が
家
に
居
つ
い
て
し
ま
っ
た
、
そ
う
い
う
猫
だ
っ
た
。
私

た
ち
は
そ
の
猫
の
こ
と
も「
タ
ロ
ウ
」と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。二
代
目「
タ

ロ
ウ
」
で
あ
る
。
正
直
、
犬
で
も
猫
で
も
、
オ
ス
で
も
メ
ス
で
も
、
私
た

ち
は
あ
ま
り
気
に
し
な
か
っ
た
。
も
と
も
と
う
ち
の
猫
で
は
な
い
の
で
、

さ
し
た
る
思
い
入
れ
も
な
く
、
と
り
あ
え
ず
付
け
た
呼
び
名
だ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
こ
れ
は
江
戸
時
代
、
下
働
き
を
す
る
下
女
た
ち
を
当
人
の
本
名

に
関
係
な
く
「
お
さ
ん
」
と
呼
ん
だ
、
と
い
う
風
習
や
感
覚
に
近
い
か
も

し
れ
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、う
ち
の
猫
の
場
合
、家
族
の
誰
か
が
「
猫

を
飼
お
う
」
と
思
っ
て
飼
っ
た
（
あ
る
い
は
買
っ
た
）
の
で
は
な
く
て
、

む
し
ろ
猫
の
ほ
う
が
私
た
ち
を
選
び
、
私
た
ち
の
ほ
う
は
そ
れ
を
、
最
初

は
戸
惑
い
つ
つ
、
後
は
も
う
し
ょ
う
が
な
い
よ
な
ぁ
…
と
あ
き
ら
め
、
受

け
入
れ
る
か
た
ち
で
付
き
合
い
が
始
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。）

11
（

だ
か
ら
我
が
家
で
は
彼
女
に
対
し
て
「
ペ
ッ
ト
」
と
い
う
意
識
は
あ
ま

り
な
か
っ
た
。
人
と
犬
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
「
御
恩
と
奉
公
」
の
ご
と

き
主
従
関
係
で
も
な
い
。
あ
る
い
は
、
犬
で
あ
れ
ば
子
ど
も
た
ち
の
よ
き

遊
び
相
手
と
し
て
仲
間
・
友
人
・
相
棒
と
い
っ
た
意
味
の
「
バ
デ
ィ
」
と

な
る
場
合
も
あ
ろ
う
が
、
そ
う
い
う
関
係
で
も
な
い
。
昨
今
の
ペ
ッ
ト
事
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情
を
考
え
る
と
、
飼
育
し
て
い
る
動
物
た
ち
を
自
分
た
ち
の
「
家
族
」
と

考
え
て
い
る
人
が
多
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
私
個
人
は
そ
れ
と
も
ち
ょ
っ

と
違
っ
て
い
た
よ
う
な
気
が
し
て
い
る
。
あ
え
て
言
え
ば
「
同
居
人
」
と

い
う
べ
き
か
。
今
は
や
り
の
言
葉
を
使
え
ば
「
ル
ー
ム
シ
ェ
ア
」
で
あ
る
。

む
ろ
ん
、
家
族
と
い
っ
し
ょ
に
暮
ら
す
こ
と
を
「
ル
ー
ム
シ
ェ
ア
」
と
は

言
わ
な
い
。
そ
れ
は
、
赤
の
他
人
と
何
ら
か
の
合
意
を
形
成
し
、
一
定
期

間
一
つ
屋
根
の
下
で
暮
ら
す
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
恋
人
同
士
で
あ
れ
ば

「
同
棲
」
だ
が
、「
ル
ー
ム
シ
ェ
ア
」
は
そ
れ
と
も
違
う
。
何
ら
か
の
理
由

で
同
居
は
し
て
い
る
が
、
メ
ン
バ
ー
に
は
一
定
の
距
離
感
が
あ
る
。

そ
う
い
え
ば
、
我
が
家
で
は
猫
に
ト
イ
レ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
施
し
た
覚

え
が
な
い
。
彼
女
は
我
が
家
に
来
た
時
は
す
で
に
「
大
人
」
で
、
家
の
中

で
粗
相
を
し
た
こ
と
も
な
い
。
し
た
く
な
れ
ば
外
に
出
た
い
と
訴
え
、
戸

を
開
け
て
や
る
と
外
に
出
て
、
人
知
れ
ず
済
ま
せ
て
く
る
ら
し
か
っ
た
。

そ
こ
で
我
が
家
で
は
、
猫
が
い
つ
で
も
好
き
な
時
に
出
入
り
で
き
る
よ
う

に
、
わ
ざ
わ
ざ
勝
手
口
を
加
工
し
て
猫
用
の
出
入
口
を
作
っ
た
。
内
側
に

も
う
一
枚
引
き
戸
を
設
置
し
て
（
こ
れ
も
わ
ざ
わ
ざ
）、
風
除
室
を
作
っ

て
で
あ
る
。

猫
と
い
う
も
の
は
、
一
般
に
そ
う
い
う
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ

が
飼
主
で
あ
っ
て
も
、
人
と
ズ
ル
ズ
ル
ベ
ッ
タ
リ
の
関
係
は
望
ん
で
い
な

い
よ
う
だ
っ
た
し
、
私
た
ち
も
猫
の
後
を
追
い
か
け
た
り
、
わ
ざ
わ
ざ
猫

じ
ゃ
ら
し
で
遊
ぶ
／
遊
ば
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。「
お
な
か
す

い
た
」「
外
に
出
た
い
」「
う
ち
に
入
れ
て
」。
ア
ク
シ
ョ
ン
は
い
つ
も
猫

の
ほ
う
か
ら
行
わ
れ
、
私
た
ち
は
そ
の
要
求
に
耳
を
貸
す
だ
け
で
よ
か
っ

た
。
ド
ア
は
さ
す
が
に
難
し
い
が
、
襖
や
引
戸
で
あ
れ
ば
自
分
で
開
け
て

し
ま
う
し
（
後
ろ
脚
で
立
ち
な
が
ら
）、
寝
る
時
は
誰
か
の
布
団
の
上
に

乗
っ
て
き
た
り
、
寒
け
れ
ば
布
団
の
中
に
も
ぐ
り
こ
ん
で
く
る
。
だ
が
、

そ
れ
も
あ
く
ま
で
向
こ
う
の
自
由
意
志
で
あ
り
、
私
た
ち
に
は
選
択
権
も

な
け
れ
ば
、無
理
強
い
も
で
き
な
い（
し
た
と
こ
ろ
で
逃
げ
て
い
く
）。日
々

一
緒
に
暮
ら
し
、
一
定
の
場
と
時
間
を
共
有
し
つ
つ
、
し
か
し
猫
に
は
猫

の
世
界
が
あ
り
、
私
た
ち
に
は
私
た
ち
の
暮
ら
し
が
あ
る
。
お
互
い
、
付

か
ず
離
れ
ず
で
、
そ
れ
で
い
な
が
ら
、
た
し
か
な
絆
と
信
頼
関
係
が
あ
っ

た
。
む
ろ
ん
猫
に
確
か
め
た
わ
け
で
は
な
い
が
…
。
そ
れ
で
も
、
向
こ
う

は
私
た
ち
の
い
う
こ
と
は
全
部
わ
か
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
も
う
と
う

の
昔
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
美
人
で
、
知
的
で
、
身
の
こ
な
し
が

何
と
も
優
雅
で
、「
聡
明
」
と
い
う
言
葉
が
ふ
さ
わ
し
い
、
そ
ん
な
大
人
っ

ぽ
い
猫
だ
っ
た
。

い
や
、
猫
は
猫
で
あ
る
。
家
の
柱
で
爪
と
ぎ
は
す
る
し
、
カ
ー
テ
ン
は

破
く
し
、
ほ
め
て
ほ
し
く
て
（
決
し
て
食
べ
る
わ
け
で
は
な
い
）
ネ
ズ
ミ

や
モ
グ
ラ
を
つ
か
ま
え
て
く
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
れ
は
大
方
に

支
持
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
け
れ
ど
、
猫
は
私
た
ち
が
い
っ
し
ょ

に
暮
ら
す
生
き
物
と
し
て
は
、
数
少
な
い
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成

立
す
る
」
動
物
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
猫
た
ち
に
は
、

犬
に
は
な
い
、
あ
る
種
の
「
人
間
ら
し
さ
」（
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
想

像
さ
せ
る
「
何
か
」）
が
あ
る
。
猫
と
い
う
の
は
、
た
ま
た
ま
「
猫
」
の

姿
を
し
た
「
人
」
な
の
で
は
な
い
か
、
と
感
じ
る
時
さ
え
あ
る
。
猫
よ
、

い
っ
た
い
お
前
さ
ん
は
何
者
な
の
か
？　

つ
く
づ
く
不
思
議
な
存
在
で
は

あ
る
。
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吾
輩
も
猫
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あ
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史
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閑
話
休
題
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
の
元
に
な
っ
て
い
る
の
は

二
〇
一
九
年
の
「
に
ち
ぶ
ん
猫
展
」
用
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、講
義
・

講
演
等
の
資
料
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
も
考
慮
し
て
、
学
生
向
け
、
あ
る

い
は
一
般
向
け
の
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
作
品
は
比
較
的
入
手
し
や
す
い

も
の
、ま
た
文
学
史
的
に
重
要
と
思
わ
れ
る
も
の
を
中
心
に
取
り
上
げ
た
。

そ
の
配
列
も
基
本
的
に
時
代
順
・
成
立
順
に
な
っ
て
い
る
。
作
品
本
文
は
、

小
学
館
の
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
所
収
作
品
で
あ
れ
ば
、
基
本
的

に
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
と
し
、い
ち
い
ち
の
出
典
は
省
略
し
た
。し
た
が
っ

て
、
出
典
の
記
載
の
あ
る
作
品
は
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
未
収
録

作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

掲
出
本
文
は
、
先
述
の
ご
と
く
学
生
向
け
・
一
般
向
け
で
あ
る
こ
と
を

意
識
し
て
、
原
文
そ
の
ま
ま
の
場
合
も
あ
れ
ば
、
私
に
現
代
語
訳
し
た
も

の
、
あ
る
い
は
梗
概
や
大
意
を
示
す
に
留
め
た
も
の
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
で

あ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
通
読
の
便
を
考
慮
し
て
、
章
段
に
見
出
し
を

つ
け
た
り
、語
句
・
文
脈
の
理
解
に
役
立
つ
よ
う
括
弧
書
き
で
説
明
を
補
っ

た
り
、
読
み
仮
名
を
振
っ
た
り
、
原
文
平
仮
名
表
記
に
適
宜
漢
字
を
あ
て

る
な
ど
、
私
に
手
を
加
え
て
い
る
。

本
稿
の
タ
イ
ト
ル
は
夏
目
漱
石
の
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
に
あ
や
か
っ

て
、「
吾
輩
も
猫
で
あ
る
」
と
し
た
。
通
常
の
学
術
論
文
ら
し
か
ら
ぬ
題

名
だ
が
、
ま
ず
は
、
よ
り
多
く
の
人
々
に
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
猫
が
い
る
、

あ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
猫
が
い
る
、と
気
づ
い
て
も
ら
い
た
い
。
そ
う
し
て
、

猫
を
通
し
て
古
典
文
学
に
親
し
ん
で
も
ら
い
た
い
。
そ
う
考
え
て
の
ネ
ー

ミ
ン
グ
で
あ
る
。）

1（
（

以
下
、
本
稿
で
は
岡
田
章
雄
『
犬
と
猫
』（
毎
日
新
聞
社
、
一
九
八
〇
・ 

三
）、
田
中
貴
子
『
猫
の
古
典
文
学
誌

―
鈴
の
音
が
聞
こ
え
る
』（
講
談

社
／
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
四
・
一
〇
。
原
著
は
二
〇
〇
一
年
、
淡

交
社
刊
）、
鈴
木
健
一
編
『
鳥
獣
虫
魚
の
文
学
史

―
日
本
人
の
自
然
観
』

全
四
巻
（
三
弥
井
書
店
、
二
〇
一
一
・
四
～
二
〇
一
二
・
九
）、
谷
真
介
『
猫

の
伝
説
116
話
』（
梟

ふ
く
ろ
う社
、二
〇
一
三
・
三
）、藤
原
重
雄『
史
料
と
し
て
の
猫
絵
』

（
山
川
出
版
社
／
日
本
史
リ
ブ
レ
ッ
ト
、
二
〇
一
四
・
五
）、
桐
野
作
人
『
猫

の
日
本
史
』（
洋
泉
社
／
歴
史
新
書
、
二
〇
一
七
・
一
）、
今
井
秀
和
『
世

に
も
ふ
し
ぎ
な
化
け
猫
騒
動
』（
Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
／
角
川
ソ
フ
ィ
ア

文
庫
、
二
〇
二
〇
・
七
）
等
々
、
種
々
さ
ま
ざ
ま
な
先
行
研
究
に
導
か
れ

つ
つ
、
一
般
的
な
文
学
史
の
時
代
区
分
に
従
っ
て
、
古
代
・
中
世
・
近
世

に
分
け
、
ま
ず
「
古
代
文
学
編
」
と
「
中
世
文
学
編
」
を
掲
載
す
る
。
ま

た
、
ご
く
一
部
だ
が
、
古
辞
書
に
お
い
て
猫
が
ど
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て

い
る
か
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お
こ
う
。
な
お
、
こ
の
後
に
続
く
「
近
世

文
学
編
」
は
、
そ
れ
こ
そ
筆
者
の
本
丸
と
す
べ
き
時
代
だ
が
、
現
時
点
で

す
で
に
今
回
掲
出
資
料
の
五
倍
以
上
の
分
量
が
あ
り
、
ま
だ
ま
だ
取
り
上

げ
る
べ
き
作
品
も
多
い
。
あ
る
い
は
ま
た
、
こ
れ
は
古
典
文
学
の
範
疇
を

超
え
て
し
ま
う
が
、
前
近
代
の
遺
産
を
多
分
に
受
け
継
い
だ
大
正
・
昭
和

期
の
映
画
史
に
も
看
過
で
き
な
い
作
品
が
多
数
あ
る
。
も
と
よ
り
際
限
の

な
い
作
業
で
は
あ
る
。
こ
こ
に
掲
出
し
た
も
の
も
、
膨
大
な
文
学
史
的
遺

産
の
ご
く
一
部
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

で
は
こ
れ
か
ら
、
日
本
文
学
史
（
古
典
）
の
そ
こ
か
し
こ
に
身
を
ひ
そ

め
て
い
る
、
可
愛
ら
し
く
も
妖
し
い
猫
た
ち
を
追
跡
・
探
索
し
、
一い

っ

時と
き

と

も
に
戯
れ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
六
号
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（
１
）
一
般
社
団
法
人
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
協
会
公
式
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
「
沿
革
」
参
照
。

https://petfood.or.jp/outline/history/index.htm
l

（
２
）
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
文
化
研
究
所
・
世
論
調
査
部
編
『
日
本
人
の
好
き
な
も
の
―
デ
ー

タ
で
読
む
嗜
好
と
価
値
観
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
／
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
生
活
人
新
書
、

二
〇
〇
八
・
一
）
に
よ
れ
ば
、
好
き
な
動
物
の
第
一
位
は
「
犬
」
六
三
・
三
％
、

第
二
位
が
「
猫
」
三
三
・
九
％
、
第
三
位
が
「
イ
ル
カ
」
二
八
・
二
％
で
あ
っ
た

（
選
択
肢
五
二
項
目
か
ら
の
複
数
回
答
）。
こ
の
時
の
調
査
で
は
、
全
国
の
一
六

歳
以
上
の
国
民
三
六
〇
〇
人
を
対
象
に
、
計
五
四
項
目
に
わ
た
っ
て
「
あ
な
た

の
好
き
な
も
の
」を
尋
ね
た（
回
答
が
得
ら
れ
た
の
は
二
三
九
四
人
）。
そ
の「
調

査
結
果
か
ら
浮
か
び
あ
が
っ
た
日
本
人
の
好
み
を
端
的
に
表
現
す
る
と
」、「
犬

連
れ
て
、
桜
を
愛
で
て
、
す
し
を
食
う
」
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
も
こ
れ
ら
は

「
多
く
の
人
が
答
え
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
男
女
や
年
齢
層
に
よ
る
差
が
少
な

く
、
幅
広
く
好
ま
れ
て
い
ま
し
た
。」
と
あ
る
。
お
そ
ら
く
「
桜
を
愛
で
て
、
す

し
を
食
う
」
に
つ
い
て
は
今
も
あ
ま
り
変
り
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

が
、そ
れ
か
ら
十
年
余
り
で
「
犬
連
れ
て
」
の
と
こ
ろ
だ
け
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ

た
よ
う
で
あ
る
。

（
３
）
宮
本
勝
弘
「
ネ
コ
ノ
ミ
ク
ス
の
経
済
効
果
」
に
よ
れ
ば
、
そ
の
経
済
効
果
は

二
〇
一
五
年
一
年
間
で
約
二
兆
三
一
六
二
億
円
で
あ
る
と
試
算
さ
れ
て
い
る（
関

西
大
学
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
、
二
〇
一
六
・
二
・
五
）。

（
４
）
一
般
社
団
法
人
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
協
会
が
毎
年
行
っ
て
い
る
「
全
国
犬
猫
飼
育

実
態
調
査
」
に
よ
れ
ば
、犬
・
猫
と
も
飼
育
頭
数
の
ピ
ー
ク
は
二
〇
〇
八
年
度
で
、

当
時
犬
が
一
三
一
〇
万
一
千
頭
、
猫
が
一
〇
八
九
万
頭
で
あ
っ
た
（
い
ず
れ
も

推
計
値
）。https://petfood.or.jp/data/chart2008/04.htm

l

そ
の
後
、
猫
は
微
減
、
な
い
し
ほ
ぼ
横
ば
い
を
維
持
し
た
が
、
犬
は
急
速
に

減
少
し
、
二
〇
一
七
年
度
に
は
猫
の
飼
育
頭
数
が
初
め
て
犬
の
飼
育
頭
数
を
上

ま
わ
っ
た
（
犬
…
八
九
二
万
頭
、
猫
…
九
五
二
万
六
千
頭
）。https://petfood.

or.jp/data/chart2017/3.pdf

そ
し
て
二
〇
二
〇
年
度
の
調
査
で
は
、
犬
…
八
四
八
万
九
千
頭
に
対
し
て
、

猫
…
九
六
四
万
四
千
頭
と
い
う
結
果
が
出
て
い
る
。https://petfood.or.jp/

data/chart2020/3.pdf

（
５
）
ネ
ッ
ト
を
中
心
に
活
躍
し
て
い
る
ジ
ャ
ー
ナ
ブ
ロ
ガ
ー
、不
破
雷
蔵「
犬
と
猫
、

ど
ち
ら
の
専
門
誌
が
よ
く
売
れ
て
い
る
の
か
…
犬
猫
系
雑
誌
の
部
数
動
向
を
さ

ぐ
る
（
二
〇
二
〇
年
四
～
六
月
）」
は
、
印
刷
証
明
付
き
部
数
が
確
認
で
き
る
唯

一
の
ペ
ッ
ト
専
門
誌
と
し
て
ベ
ネ
ッ
セ
の
「
い
ぬ
の
き
も
ち
」
と
「
ね
こ
の
き

も
ち
」を
取
り
上
げ
、そ
の
発
行
部
数
動
向
を
検
証
し
て
い
る
。
同
氏
に
よ
れ
ば
、

「
い
ぬ
の
き
も
ち
」
は
二
〇
〇
九
年
に
約
一
六
万
部
で
ピ
ー
ク
に
達
し
た
後
、
急

速
に
部
数
を
減
ら
し
、
二
〇
一
六
年
に
は
「
ね
こ
の
き
も
ち
」
に
追
い
抜
か
れ
、

二
〇
二
〇
年
現
在
七
万
部
弱
と
減
少
傾
向
が
続
い
て
い
る
が
、「
ね
こ
の
き
も
ち
」

は
二
〇
一
〇
年
に
約
一
一
万
部
で
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
後
、
同
じ
よ
う
に
減
少
傾

向
を
た
ど
る
も
の
の
、
そ
の
傾
き
は
ゆ
る
や
か
で
、
二
〇
二
〇
年
現
在
八
万
部

弱
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

https://new
s.yahoo.co.jp/byline/fuw

araizo/20200827-00195087/

（
６
）
赤
川
学
「
猫
ブ
ー
ム
の
理
由

―
飼
主
と
の
間
に
あ
る
独
特
な
関
係
性
と
は
」

FEA
T

U
ERS

、
二
〇
一
八
・
一
一
・
六
（
初
出
『
東
京
大
学
広
報
誌　

淡
青
』

三
七
号
「
特
集
―
猫
と
東
大
」、
二
〇
一
八
・
九
）。https://w

w
w

.u-tokyo.

ac.jp/focus/ja/features/z1304_00007.htm
l

後
に
東
京
大
学
広
報
室
編
『
猫
と
東
大
。

―
猫
を
愛
し
、
猫
に
学
ぶ
』（
ミ
ネ

ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
二
〇
・
一
一
）
に
収
録
。
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な
お
、
真
辺
将
之
『
猫
が
歩
い
た
近
現
代

―
化
け
猫
が
家
族
に
な
る
ま
で
』

（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
一
・
五
）
は
歴
史
学
の
立
場
か
ら
明
治
以
降
現
代
に
い

た
る
「
近
代
・
現
代
に
お
け
る
猫
の
歴
史
」
を
記
述
し
た
も
の
で
あ
り
、
近
年

の
い
わ
ゆ
る
「
空
前
の
猫
ブ
ー
ム
」
に
つ
い
て
も
冷
静
で
客
観
的
な
視
線
を
投

げ
か
け
て
い
る
。
そ
の
点
、「
巷
に
溢
れ
る
俗
流
『
猫
の
歴
史
』
記
述
」（
同
書
）

と
は
一
線
を
画
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
７
）
北
洋
祐
「
ど
こ
を
向
い
て
も
猫
だ
ら
け

―
日
本
の
猫
ブ
ー
ム
を
考
え
る
」

二
〇
一
七
・
八
・
八
、
ニ
ッ
ポ
ン
ド
ッ
ト
コ
ム
。https://w

w
w

.nippon.com
/

ja/currents/d00344/

阪
根
美
果
「
広
が
る
「
猫
ブ
ー
ム
」
に
潜
む
危
う
さ
と
は
？
」『
読
売
新
聞
』

二
〇
一
八
・
一
・
七
。https://w

w
w

.yom
iuri.co.jp/fukayom

i/20171228-

O
Y

T
8T

50000/

（
８
）
問
題
は
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
た
高
度
情
報
化
社
会
で
は
、
い
っ
た
ん

共
感
・
同
調
・
模
倣
の
拡
大
再
生
産
が
始
ま
る
と
、
そ
れ
が
社
会
的
に
好
ま
し

い
こ
と
で
あ
れ
、
好
ま
し
く
な
い
こ
と
で
あ
れ
、
し
ば
し
ば
抑
制
が
効
か
な
く

な
る
場
合
が
あ
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
本
稿
の
テ
ー
マ
で
は
な
い
。

（
９
）
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
「
猫
カ
フ
ェ
」
の
項
参
照
。

https://ja.w
ikipedia.org/w

iki/%
E7%

8C%
A

B%
E3%

82%
A

B%
E3%

8

3%
95%

E3%
82%

A
7

（
10
）
環
境
省
中
央
環
境
審
議
会
動
物
愛
護
部
会
第
42
回
（
二
〇
一
六
・
三
・
一
開
催
）

会
議
資
料
２
―

３
「
猫
カ
フ
ェ
業
界
の
現
況
と
猫
カ
フ
ェ
協
会
に
よ
る
取
組
に
つ

い
て
」

https://w
w

w
.env.go.jp/council/14anim

al/y140-42/m
at04.pdf

（
11
）
朝
倉
無
声
『
見
世
物
研
究
』（
筑
摩
書
房
／
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、

二
〇
〇
二
・
二
。
原
著
は
一
九
二
八
年
四
月
、
春
陽
堂
か
ら
刊
行
）

（
12
）
若
尾
謙
二
『
動
物
園
革
命
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
・
一
二
）

（
13
）
た
だ
し
、江
戸
期
の
花
鳥
茶
屋
が
あ
く
ま
で「
珍
し
さ
」を
売
り
物
に
し
た「
見

世
物
」
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、現
代
の
猫
カ
フ
ェ
お
よ
び
猫
ブ
ー
ム
は
「
珍
し
さ
」

や
「
新
し
さ
」
で
は
な
く
「
か
わ
い
い
！
」
に
牽
引
、
駆
動
さ
れ
て
い
る
点
が

大
き
く
異
な
る
。

（
14
）
た
と
え
ば
、
平
木
浮
世
絵
財
団
の
「
に
ゃ
ん
と
も
猫
だ
ら
け
展
」
の
図
録

（
二
〇
一
二
・
一
）
を
見
る
と
、
国
芳
の
掲
載
作
品
は
六
三
点
で
最
多
。
次
点
は

国
貞
（
三
代
豊
国
）
の
二
〇
点
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、名
古
屋
市
博
物
館
の
「
い

つ
だ
っ
て
猫
展
」の
図
録（
二
〇
一
五
・
四
）も
、最
多
は
や
は
り
国
芳
で
五
〇
点
、

次
点
は
国
貞
（
三
代
豊
国
）
一
四
点
で
あ
る
。
そ
の
他
、「
ア
ー
ト
に
な
っ
た
猫

た
ち
展
」
の
公
式
書
籍
で
あ
る
『
ア
ー
ト
に
な
っ
た
猫
た
ち

―
今
も
昔
も
ね

こ
が
好
き
』（
青
月
社
、
二
〇
一
七
・
四
）
は
、
全
体
と
し
て
多
様
な
作
家
が
バ

ラ
ン
ス
よ
く
収
録
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
最
多
は
国
芳

で
二
〇
点
、
次
点
は
楊
洲
周ち

か

延の
ぶ

の
一
二
点
、
さ
ら
に
竹
久
夢
二
（
八
点
）、
三
代

豊
国
（
七
点
）、
芳
藤
と
芳
年
（
と
も
に
六
点
）
と
続
く
。

（
15
）
こ
れ
は
あ
く
ま
で
一
例
に
過
ぎ
な
い
が
、
山
梨
県
立
博
物
館
の
「
す

ご
す
ぎ
る
！
ね
こ
展

―
ヒ
ト
と
ネ
コ
と
出
会
い
と
共
存
の
歴
史
」

（
二
〇
一
九
・
七
・
一
三
～
九
・
二
）
は
美
術
資
料
の
み
な
ら
ず
古
文
書
や
考
古
資

料
等
を
交
え
た
、
博
物
館
な
ら
で
は
の
総
合
的
な
企
画
展
で
、
来
場
者
が
三
万

人
を
突
破
す
る
人
気
ぶ
り
だ
っ
た
と
い
う
。

h
ttp

:/
/

w
w

w
.m

u
se

u
m

.p
re

f.y
a

m
a

n
a

sh
i.jp

/
3

n
d

_

tenjiannai_19tokubetsu002_3m
an.htm

l

（
16
）「
に
ち
ぶ
ん
猫
展
だ
ヨ
！
」
に
は
も
と
も
と
そ
う
い
う
狙
い
が
あ
っ
た
の
で
、

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
六
号
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企
画
展
の
名
称
に
「
日
文
（
だ
か
ら
）
ね
、（
や
っ
ぱ
り
）
古
典
だ
よ
」
と
い
う

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
忍
ば
せ
て
あ
る
が
、
む
ろ
ん
来
場
者
が
気
づ
い
た
か
ど
う
か
は

定
か
で
は
な
い
。

（
17
）
山
田
康
弘
「
縄
文
時
代
の
イ
ヌ

―
そ
の
役
割
を
中
心
に

―
」（
比
較
民
俗

研
究
会
『
比
較
民
俗
研
究
』
９
、一
九
九
四
・
三
）

（
18
）
四
方
田
犬
彦
は
、『「
か
わ
い
い
」
論
』（
筑
摩
書
房
／
ち
く
ま
新
書
、

二
〇
〇
六
・
一
）
の
中
で
、「
き
も
か
わ
（
き
も
か
わ
い
い
）」
の
分
析
か
ら
次
の

よ
う
な
見
解
を
導
い
て
い
る
。

気
味
が
悪
い
、
醜
い
と
い
う
こ
と
と
、「
か
わ
い
い
」
こ
と
と
は
、
け
っ

し
て
対
立
す
る
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
重
な
り
あ
い
、
互
い
に
牽

引
し
依
存
し
あ
っ
て
成
立
し
て
い
る
モ
ノ
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
逆
に
い

え
ば
、
あ
る
も
の
が
「
か
わ
い
い
」
と
呼
ば
れ
る
と
き
に
は
、
そ
の
ど
こ

か
に
グ
ロ
テ
ス
ク
が
隠
し
味
と
し
て
こ
っ
そ
り
と
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。（
中
略
）
わ
た
し
は
本
章
の
冒
頭
で
、「
か
わ
い
い
」

が
「
美
し
い
」
の
隣
人
で
あ
る
と
記
し
た
が
、
こ
の
言
葉
は
厳
密
に
訂
正

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
グ
ロ
テ
ス
ク
で
あ
る
こ
と
、

畸
形
で
あ
る
こ
と
こ
そ
が
「
か
わ
い
い
」
の
隣
人
な
の
だ
。
両
者
を
隔
て

て
い
る
も
の
は
実
に
薄
い
一
枚
の
膜
で
し
か
な
い
。
だ
が
そ
の
観
念
的
な

膜
に
保
護
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、「
か
わ
い
い
」
は
親
し
気
で
心
地
よ
い

も
の
と
し
て
肯
定
的
に
受
け
留
め
ら
れ
、
そ
の
膜
の
外
部
に
置
か
れ
て
い

る
が
ゆ
え
に
、「
醜
い
」「
き
も
い
」
は
脅
威
的
で
不
安
と
不
快
感
を
も
た

ら
す
も
の
と
し
て
忌
避
さ
れ
る
運
命
と
な
る
。
何
か
の
偶
然
で
こ
の
膜
が

破
損
し
た
と
き
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
に
お
い
て
思
い
も
よ
ら
ぬ
事
件

が
生
じ
る
こ
と
は
、
子
殺
し
や
ペ
ッ
ト
遺
棄
の
例
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
の
と
き
わ
れ
わ
れ
は
「
か
わ
い
い
」
と
信
じ
き
っ
て
い
た
赤
ん
坊
や
動

物
が
、
実
は
自
分
が
無
邪
気
に
抱
い
て
い
た
人
間
と
い
う
観
念
を
危
う
く

さ
せ
る
他
者
で
あ
る
と
い
う
事
態
に
直
面
し
て
、
パ
ニ
ッ
ク
状
態
に
陥
っ

て
し
ま
う
の
だ
。
そ
し
て
「
き
も
か
わ
」
と
は
、
こ
の
二
つ
の
世
界
の
境

界
領
域
に
お
い
て
生
起
す
る
事
件
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
し
て
わ
れ
わ
れ
が

「
か
わ
い
い
」
な
る
も
の
の
本
質
を
垣
間
見
る
こ
と
も
で
き
る
稀
有
の
状
況

で
あ
る
と
、
ひ
と
ま
ず
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
書
第
四
章
「
美
と
グ
ロ
テ
ス
ク
の
狭
間
に
」）

四
方
田
は
ま
た
、「
か
わ
い
い
」
は
「
つ
ね
に
儚
げ
な
も
の
で
あ
り
、
ヴ
ァ
ル

ネ
ラ
ビ
リ
テ
ィ
（
引
用
者
注
…
弱
く
傷
つ
き
や
す
い
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
よ

う
な
人
、
も
の
、
状
態
）
に
満
ち
た
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
っ
た
く
の
偶
然

か
ら
、
た
や
す
く
グ
ロ
テ
ス
ク
で
脅
威
的
な
怪
物
へ
と
変
身
し
て
し
ま
う
。」
と

も
述
べ
て
い
る
（
同
書
「
エ
ピ
ロ
ー
グ
『
か
わ
い
い
』
の
薄
明
」）。

あ
る
い
は
、
櫻
井
孝
昌
『
世
界
カ
ワ
イ
イ
革
命

―
な
ぜ
彼
女
た
ち
は

「
日
本
人
に
な
り
た
い
」
と
叫
ぶ
の
か
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
／
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
、

二
〇
〇
九
・
一
一
）
も
ま
た
、「
カ
ワ
イ
イ
」
に
は
、
た
と
え
ば
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

に
お
け
る
ゴ
シ
ッ
ク
と
ロ
リ
ー
タ
、
あ
る
い
は
パ
ン
ク
と
制
服
な
ど
、
本
来
、

対
極
に
あ
る
よ
う
な
も
の
を
ま
と
め
る
力
が
あ
り
、「
な
ん
だ
か
わ
か
ら
な
い
も

の
」
や
ゾ
ン
ビ
で
す
ら
「
カ
ワ
イ
イ
」
に
な
る
。「
カ
ワ
イ
イ
は
、
も
は
や
い
ろ

い
ろ
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
本
来
の
言
葉
の
意
味
を
大
き
く
超
え
た
、
日
本

が
つ
く
り
だ
し
た
新
た
な
概
念
と
理
解
す
べ
き
な
の
だ
。」
と
述
べ
て
い
る
（
同

書
第
５
章
「
不
況
脱
出
の
切
り
札
は
『
カ
ワ
イ
イ
』
に
あ
る
」）。

（
19
）
阪
神
淡
路
大
震
災
や
東
日
本
大
震
災
な
ど
の
大
規
模
な
自
然
災
害
に
直
面
し
、

ま
た
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
長
期
的
な
不
況
と
そ
れ
に
と
も
な
う
社
会
構
造
の
劇
的

－25－

吾
輩
も
猫
で
あ
る　

─
日
本
文
学
史
の
中
の
ネ
コ
た
ち
（
そ
の
一
）



な
変
化
・
変
動
・
変
革
を
経
験
し
て
き
た
二
一
世
紀
初
頭
の
日
本
は
、
あ
り
と

あ
ら
ゆ
る
も
の
に
「
カ
ワ
イ
イ
！
」
の
ラ
ベ
ル
を
貼
り
付
け
、「
カ
ワ
イ
イ
！
」

も
の
に
取
り
巻
か
れ
、心
身
と
も
に
癒
さ
れ
た
が
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。が
、

さ
し
あ
た
り
本
稿
は
そ
う
し
た
問
題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。

（
20
）
ち
な
み
に
、
猫
を
屋
外
に
出
さ
な
く
な
っ
た
平
成
以
降
は
、
あ
ま
り
こ
う
い

う
事
例
は
な
さ
そ
う
だ
が
、
昭
和
期
は
さ
ほ
ど
珍
し
く
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に

つ
い
て
、
獣
医
外
科
学
が
専
門
の
西
村
亮
平
は
、「
猫
は
ペ
ッ
ト
と
し
て
今
や
最

も
数
が
多
い
の
に
、
犬
な
ど
と
は
異
な
り
〝
家
畜
〟
の
定
義
に
当
て
は
ま
ら
な

い
要
素
を
い
く
つ
も
持
つ
、
あ
る
意
味
奇
妙
な
存
在
で
し
た
。
家
畜
は
そ
の
個

体
や
繁
殖
が
完
全
に
人
の
管
理
下
に
あ
る
も
の
と
さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
の

猫
た
ち
は
勝
手
気
ま
ま
に
外
を
出
歩
く
し
、
繁
殖
も
ほ
と
ん
ど
の
猫
が
人
間
の

管
理
外
に
あ
る
と
い
う
状
況
で
し
た
。」
こ
れ
に
対
し
て
、
近
年
の
「
完
全
室
内

飼
い
へ
の
移
行
は
猫
の
歴
史
上
初
の
出
来
事
で
し
ょ
う
。」
と
述
べ
て
い
る
（
前

掲
『
猫
と
東
大
。』
所
収
「
猫
好
き
４
教
授
座
談
会
」）。

こ
の
こ
と
は
ま
た
、
よ
り
大
き
な
問
題
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
近
現
代
社
会

経
済
史
が
専
門
の
小
野
塚
知
二
は
、「
世
界
は
、
野
良
猫
の
い
る
社
会
と
い
な
い

社
会
と
に
二
分
で
き
ま
す
。
現
在
、
野
良
猫
の
い
な
い
地
域
は
、
極
地
や
砂
漠

な
ど
猫
が
生
存
で
き
な
い
自
然
環
境
を
除
く
な
ら
、
野
良
猫
を
人
為
的
に
消
滅

さ
せ
た
社
会
で
す
。」
と
述
べ
る
。
歴
史
的
に
見
れ
ば
、
猫
た
ち
は
「
人
の
環
境

に
い
な
が
ら
、
人
か
ら
は
相
対
的
に
自
立
し
て
自
由
に
歩
き
回
り
、
餌
を
獲
得

す
る
と
い
う
野
良
猫
の
状
態
」
が
一
般
的
で
、
誰
に
も
飼
育
さ
れ
て
い
な
い
完

全
な
野
良
猫
や
、
誰
か
の
飼
猫
で
あ
り
な
が
ら
自
由
に
外
を
出
歩
き
、「
他
の
猫

と
交
際
し
、
餌
（
小
動
物
）
を
捕
獲
す
る
、
い
わ
ゆ
る
半
野
良
も
野
良
猫
の
範

疇
に
含
ま
れ
る
」。
と
す
る
な
ら
ば
、「
家
畜
化
さ
れ
て
か
ら
の
ほ
と
ん
ど
の
期

間
を
、
野
良
猫
と
し
て
存
在
し
て
き
」
た
猫
た
ち
を
、
イ
ギ
リ
ス
や
ド
イ
ツ
の

よ
う
に
人
為
的
に
消
滅
さ
せ
、
人
の
保
護
管
理
下
に
お
き
、
非
野
良
猫
化
し
て

し
ま
う
こ
と
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
、
考
え
る
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
説
く
。
こ
の
点
ま
さ
し
く
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
野
良

猫
は
人
と
社
会
を
映
し
出
す
鏡
な
の
で
す
」（
前
掲
『
猫
と
東
大
。』
所
収
「
野

良
猫
の
い
る
社
会
と
い
な
い
社
会

―
生
殖
の
統
御
は
完
全
に
正
当
化
し
う
る

か
？
」）。

（
21
）
校
正
の
最
終
段
階
に
な
っ
て
、『
吾
輩
も
猫
で
あ
る
』
と
い
う
同
名
書
籍
の
あ

る
こ
と
を
知
っ
た
。
二
〇
一
六
年
、
雑
誌
『
小
説
新
潮
』
が
漱
石
没
後
百
年
記

念
と
し
て
企
画
し
た
、
赤
川
次
郎
・
新
井
素
子
ら
、
八
名
の
猫
好
き
作
家
に
よ

る
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。
も
っ
ぱ
ら
古
典
文
学
ば
か
り
追
い
か
け
て
い
て
、

近
刊
に
こ
う
し
た
書
籍
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
は
う
か
つ
だ
っ
た
が
、

同
書
や
本
稿
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
『
猫
で
あ
る
』
の
知
名
度
に
便
乗
し
た
「
あ

や
か
り
タ
イ
ト
ル
」「
あ
や
か
り
作
品
」
は
他
に
も
多
数
確
認
さ
れ
て
い
る
。
特

に
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、
構
文
的
に
は
シ
ン
プ
ル
、
か

つ
現
実
的
に
は
ナ
ン
セ
ン
ス
な
文
な
の
で
、
こ
れ
を
真
似
て
、
あ
る
い
は
応
用

し
て
い
ろ
い
ろ
作
っ
て
み
た
く
な
る
の
で
あ
ろ
う
。『
猫
で
あ
る
』
の
「
擬
態
本

（
パ
ロ
デ
ィ
）」
を
徹
底
的
に
調
査
し
た
榊
原
鳴
海
堂
「
漱
石
擬
態
本
詳
細
書
誌
」

（
小
田
切
靖
明
・
榊
原
鳴
海
堂『
夏
目
漱
石
の
研
究
と
書
誌
』ナ
ダ
出
版
セ
ン
タ
ー
、

二
〇
〇
二
・
七
）
に
よ
れ
ば
、
本
家
『
猫
で
あ
る
』
完
結
後
、
最
初
に
出
た
の
も

『
吾
輩
も
猫
で
あ
る
』
と
い
う
作
品
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
こ
れ
で
、
享
受
史
の
一

コ
マ
と
し
て
興
味
深
い
テ
ー
マ
か
と
思
わ
れ
る
が
、
い
ま
は
こ
れ
以
上
深
追
い

し
な
い
で
お
く
。
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吾
輩
も
猫
で
あ
る

ー
日
本
文
学
史
の
中
の
ネ
コ
た
ち
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　【
古
代
文
学
編
】

仏
教
説
話
集

景
戒
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
安
時
代
初
期
（
九
世
紀
末
）
成
立

―
―
―

○
生
ま
れ
変
わ
る
な
ら
…
、
や
っ
ぱ
り
ネ
コ
が
い
い
か
も

慶き
や
う

雲う
ん

二
年
（
七
〇
五
）
九
月
十
五
日
、
膳

か
し
わ
で
の

臣お
み

広ひ
ろ

国く
に

と
い
う
者
が
死
ん

だ
。
が
、
三
日
後
に
蘇
生
。
冥
界
で
妻
と
、
三
年
前
に
死
ん
だ
父
に
会
っ

て
き
た
と
い
う
。
妻
も
父
も
そ
れ
ぞ
れ
生
前
の
報
い
に
よ
り
、
か
ら
だ
に

鉄
の
釘
を
打
ち
込
ま
れ
た
り
、
鉄
の
縄
で
縛
ら
れ
た
り
、
鉄
の
鞭
で
朝
に

三
百
、
昼
に
三
百
、
夜
に
三
百
回
打
た
れ
た
り
し
て
、
た
い
へ
ん
苦
し
ん

で
い
た
。（
こ
の
後
の
妻
の
く
だ
り
は
省
略
）

さ
て
、
父
が
言
う
に
は
、
死
後
、
飢
え
に
苦
し
ん
で
三
度
も
息
子
（
広

国
）
の
家
を
訪
ね
た
。
最
初
は
七
月
七
日
、
大
蛇
の
姿
で
行
っ
た
。
す
る

と
杖
で
引
っ
か
け
ら
れ
、
う
ち
捨
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
二
度
目
は
五
月

五
日
、
今
度
は
赤
い
狗い

ぬ

に
な
っ
て
行
っ
た
ら
、
他
の
イ
ヌ
を
け
し
か
け
ら

れ
、
と
に
か
く
逃
げ
帰
っ
た
。
三
度
目
は
正
月
元
旦
に
狸ね

こ

（
十
世
紀
の
写

本
、興
福
寺
本
『
霊
異
記
』
は
「
狸
」
と
書
い
て
「
祢ね

己こ

」
と
訓
注
）
に
な
っ

て
訪
ね
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
ら
、
な
ん
と
今
度
は
い
ろ
い
ろ
食
べ
さ
せ

て
も
ら
え
た
の
で
、
よ
う
や
く
三
年
来
の
飢
え
か
ら
解
放
さ
れ
た
。
だ
が

し
か
し
、
自
分
は
生
前
に
犯
し
た
罪
の
た
め
、
残
念
な
が
ら
ま
た
赤
い
イ

ヌ
に
な
っ
て
食
べ
物
を
あ
さ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
…
。
息
子
よ
、
ど

う
か
私
の
た
め
に
仏
像
を
造
り
、
経
文
を
写
し
、
供
養
し
て
お
く
れ
。
亡

父
は
広
国
に
そ
う
語
っ
た
と
い
う
。

（
上
巻｢

非
理
に
他ひ
と

の
物
を
奪
ひ
悪
行
を
為
し
報む
く
ひを
受
け
て
奇あ
や

し
き
事
を

示
し
し
縁え

に｣

第
三
〇
）

＊
『
日
本
霊
異
記
』
は
南
都
（
奈
良
）
薬
師
寺
の
僧
景き

ょ
う

戒か
い

の
手
に
な

る
日
本
最
古
の
仏
教
説
話
集
（
原
漢
文
）。
同
じ
話
が
『
今
昔
物

語
集
』
巻
第
二
〇
「
本
朝
付
仏
法
」
第
一
六
「
豊
前
国
膳
広
国

行め
い
ど
に
ゆ
き
て
か
へ
り
き
た
る
こ
と

冥
途
帰
来
語
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。 

日
記

宇
多
天
皇
『
宇
多
天
皇
御
記
（
寛
平
御
記
）』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
安
時
代
初
期
（
九
世
紀
末
）
成
立

―
―
―

○
う
ち
の
ネ
コ
は
特
別
な
ん
で
す

六
日
。
朕
閑
時
述
猫
消
息
曰
。
驪れ

い

猫べ
う

一い
っ
せ
き隻
。
太
宰
少
貳
源み
な
も
と
の
く
は
し
ち
つ
み
ち

精
秩
満
来
朝

所
献
於
先
帝
。
愛
其
毛
色
之
不
類
。
余
猫
猫
皆
浅
黒
色
也
。
此
独ひ

と
り

深
黒
如

墨
。
為
其
形
容
悪
似
韓か

ん

盧ろ

。
長サ尺
有
五
寸
高サ六
寸
許
。
其
屈
也
。
小
如
秬き
ょ

粒
。
其
伸
也
。
長
如
張
弓
。
眼
精
晶
熒え
い
ず

如
針
芒
之
乱
眩
。
耳
鋒
直
竪
如
匙

上
之
不
揺
。
其
伏ふ

く

臥が

時
。
団
円
不
見
足
尾
。
宛
如
堀
中
之
玄
璧
。
其
行
歩
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時
。
寂
寞
不
聞
音
声
。
恰
如
雲
上
黒
龍
。
性
好
道
行
暗
合
五
禽
。
常
低
頭

尾
著
地
。
而
曲
聳
背
脊
高
二
尺
許
。
毛
色
悦
沢
蓋
由
是
乎
。
亦
能
捕
夜
鼠

捷
於
他
猫
。
先
帝
愛
翫
数
日
之
後
賜
之
于
朕
。
朕
撫
養
五
年
于
今
。
毎
旦

給
之
以
乳
粥
。
豈あ

に

啻た
だ
に

取
材
能
翹
捷
。
誠
因
先
帝
所
賜
。
雖
微
物
殊
有
情
於

懐
育
耳
。
仍
曰
。
汝
含
陰
陽
之
気
備
支
竅
之
形
。
心
有
必
寧
知
我
乎
。
猫

乃
歎
息
挙
首
仰
睨
吾
顔
。
似
咽
心
盈
臆
口
不
能
言
。

（
寛
平
元
年
〈
八
八
九
〉
二
月
六
日
の
条
）

【
大
意
】

今
日
は
時
間
が
あ
る
の
で
猫
の
こ
と
を
書
い
て
お
く
。
朕
は
一
匹
の
黒

猫
を
飼
っ
て
い
る
。
こ
の
猫
は
も
と
も
と
、
以
前
太
宰
少
貳
（
大
宰
府
の

次
官
）
で
あ
っ
た
源
精
が
任
期
満
了
で
大
宰
府
か
ら
帰
朝
・
帰
洛
の
折
、

先
帝
光
孝
天
皇
に
献
上
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
毛
並
み
、
毛
色
は
無
類

で
、
他
の
猫
ど
も
の
毛
色
が
た
い
て
い
浅
黒
い
の
に
対
し
て
、
こ
の
猫
だ

け
は
墨
の
よ
う
に
真
黒
で
あ
る
。
ま
る
で
中
国
春
秋
戦
国
時
代
に
い
た
と

い
う
「
韓か

ん

盧ろ

」
と
い
う
名
の
黒
毛
の
猟
犬
（
し
か
も
俊
足
で
賢
い
）
の
よ

う
だ
。
大
き
さ
は
一
尺
五
寸
（
約
45
セ
ン
チ
）、
背
の
高
さ
は
六
寸
ば
か

り
（
20
セ
ン
チ
程
度
）。
体
を
丸
め
る
と
小
さ
く
な
っ
て
、
ま
る
で
黒
黍

の
よ
う
。
大
き
く
伸
び
を
す
る
と
、
ま
る
で
弦
を
張
っ
た
弓
の
よ
う
に
し

な
る
。
そ
の
眼
は
針
が
キ
ラ
キ
ラ
き
ら
め
く
よ
う
に
光
り
、
耳
は
匙
を
立

て
た
よ
う
に
ぴ
し
っ
と
立
っ
て
い
る
。
伏
し
て
い
る
時
は
く
る
ん
と
丸
く

な
っ
て
足
も
尾
も
隠
れ
て
い
る
。
ま
る
で
岩
屋
の
中
に
鎮
座
す
る
黒
い
宝

石
の
よ
う
だ
。
ま
た
、
歩
く
時
は
静
か
で
足
音
も
聞
こ
え
な
い
。
ま
る
で

黒
い
龍
が
雲
の
上
を
行
く
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
呼
吸
は
深
く
、
そ
の
動

き
は
五
禽
（
虎
・
鹿
・
熊
・
猿
・
鳥
）
に
も
通
じ
る
。
い
つ
も
は
頭
を
低

く
し
、
尾
を
地
に
つ
け
て
歩
く
が
、
背
を
大
き
く
そ
び
や
か
す
と
高
さ
二

尺
あ
ま
り
に
も
な
る
。
毛
色
は
艶
や
か
で
素
晴
ら
し
く
、
ま
た
よ
く
鼠
を

捕
る
。
他
の
猫
よ
り
動
き
が
素
早
い
の
だ
。
こ
の
猫
は
も
と
も
と
先
帝
に

献
上
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
数
日
愛
玩
の
の
ち
、
私
に
下
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
以
来
五
年
、
毎
日
乳
粥
を
与
え
て
い
る
。
で
も
そ
れ
は
、
こ
の
猫
が

他
の
ど
ん
な
猫
に
も
ま
し
て
優
れ
て
い
る
か
ら
…
で
は
な
く
て
、
先
帝
御

下
賜
の
猫
だ
か
ら
。
だ
か
ら
、
そ
れ
が
ど
ん
な
に
小
さ
な
生
き
物
で
も
大

切
に
育
て
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
ん
な
わ
け
で
、
私
は
貓
に
尋
ね
て
み

た
。「
お
前
は
、
陽
の
気
も
、
陰
の
気
も
、
か
ら
だ
も
手
足
も
、
何
も
か

も
備
わ
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
き
っ
と
私
の
心
だ
っ
て
わ
か
っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
ね
。」
だ
が
、
猫
は
何
も
答
え
ず
、
た
め
息
を
つ
い
て
首
を
あ
げ
、

私
の
顔
を
見
上
げ
る
の
だ
っ
た
。

＊
『
宇
多
天
皇
御
記
』
本
文
は
〈
増
補
史
料
大
成
〉『
歴
代
宸
記
』（
臨

川
書
店
、
一
九
六
五
・
八
）
に
拠
る
。

 日
記
・
随
筆

清
少
納
言
『
枕
草
子
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
安
時
代
中
期
（
一
一
世
紀
初
頭
）
成
立

―
―
―

①
ね
ぇ
ね
ぇ
、
か
わ
い
く
な
い
？
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文
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六
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猫
は
、
上
の
か
ぎ
り
（
背
中
だ
け
）
黒
く
て
、
腹
い
と
白
き
。

（
第
五
〇
段
「
猫
は
」）

②
ね
ぇ
ね
ぇ
、
優
雅
じ
ゃ
な
い
？

な
ま
め
か
し
き
も
の
、ほ
そ
や
か
に
清
げ
な
る
公
達
の
直
衣
姿
。（
中
略
）

薄
様
の
草
子
。
柳
の
萌
え
出
で
た
る
に
、
青
き
薄
様
に
書
き
た
る
文
つ
け

た
る
。（
中
略
）
簾す

の
外と

、
高
欄
に
い
と
を
か
し
げ
な
る
猫
の
、
赤
き
首

綱
に
白
き
札
つ
き
て
、
は
か
り
の
緒
、
組
の
長
き
な
ど
つ
け
て
、
ひ
き
歩あ

り

く
も
、
を
か
し
う
な
ま
め
い
た
り
。（

第
八
五
段
「
な
ま
め
か
し
き
も
の
」）

③
ね
ぇ
ね
ぇ
、
…
う
～
ん
、
こ
れ
説
明
す
る
の
、
ち
ょ
っ
と
難
し
い
か
も

む
つ
か
し
げ
な
る
も
の
（
面
倒
な
も
の
、
う
っ
と
う
し
い
も
の
、
す
っ

き
り
し
な
い
も
の
）、
縫
ひ
物
（
刺
繍
）
の
裏
。
鼠
の
子
の
毛
も
ま
だ
生お

ひ
ぬ
を
、巣
の
中
よ
り
ま
ろ
ば
し
出
で
た
る
。
裏
ま
だ
つ
け
ぬ
皮
ぎ
ぬ（
舶

来
の
毛
皮
の
着
物
）
の
縫
ひ
目
。
猫
の
耳
の
中
。
こ
と
に
清
げ
な
ら
ぬ
と

こ
ろ
の
暗
き
。

（
第
一
四
九
段
「
む
つ
か
し
げ
な
る
も
の
」） 

■
ち
ょ
っ
と
寄
り
道 

―
『
枕
草
子
』
の
な
か
の
犬
た
ち

―
―
―

①
私
た
ち
…
、
何
か
嫌
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
、
し
た
ん
で
し
ょ
う
か
？

す
さ
ま
じ
き
も
の
、昼
ほ
ゆ
る
犬
。
春
の
網あ
じ
ろ代
。
三
、四
月
の
紅
梅
の
衣
。

（
以
下
略
）

（
第
二
三
段
「
す
さ
ま
じ
き
も
の
」）

に
く
き
も
の
、
い
そ
ぐ
事
あ
る
を
り
に
来
て
、
長
言
す
る
ま
ら
う
ど
。

あ
な
づ
り
や
す
き
人
な
ら
ば
、「
後
に
」
と
て
も
や
り
つ
べ
け
れ
ど
、
心

は
づ
か
し
き
人
、
い
と
に
く
く
む
つ
か
し
。
硯
に
髪
の
入
り
て
磨
ら
れ
た

る
。
ま
た
、
墨
の
中
に
、
石
の
き
し
き
し
と
き
し
み
鳴
り
た
る
。（
中
略
）

蚤
も
い
と
に
く
し
。
衣
の
下
に
を
ど
り
あ
り
き
て
、
も
た
ぐ
る
や
う
に
す

る
。
犬
の
も
ろ
声
に
、
長
々
と
鳴
き
あ
げ
た
る
、
ま
が
ま
が
し
く
さ
へ
に

く
し
。
開
け
て
出
で
入
る
所
、
た
て
ぬ
人
、
い
と
に
く
し
。

（
第
二
六
段
「
に
く
き
も
の
」）

②
ネ
コ
可
愛
が
り
の
一
条
朝
で
起
き
た
、
衝
撃
の
動
物
虐
待
事
件
!?

一
条
天
皇
は
飼
っ
て
い
る
猫
に
「
命み

や
う
ぶ婦
の
お
と
ど
」
と
い
う
名
を
付
け
、

（
動
物
な
の
に
）
五
位
の
位
ま
で
与
え
、
乳
母
（
世
話
係
）
ま
で
添
え
て

た
い
そ
う
可
愛
が
っ
て
い
た
。
内
裏
に
は
ま
た
「
翁
ま
ろ
」
と
い
う
犬
も

い
て
、
皇
后
定
子
の
食
事
時
に
は
傍そ

ば

近
く
伺
候
し
、
桃
の
節
供
に
は
頭
に

桃
の
花
を
さ
し
て
も
ら
っ
た
り
、
か
れ
こ
れ
、
犬
も
猫
も
人
々
か
ら
可
愛

が
ら
れ
て
い
た
。

あ
る
日
の
朝
、
命
婦
の
お
と
ど
が
縁
先
に
出
て
、
じ
っ
と
う
ず
く
ま
っ
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て
い
た
。
そ
れ
を
見
た
世
話
係
の
馬
の
命
婦
（「
馬
」
と
あ
る
が
こ
れ
は

人
）
が
「
ま
あ
、
命
婦
の
お
と
ど
っ
た
ら
、
お
行
儀
が
悪
い
こ
と
。
翁
ま

ろ
、
さ
あ
、
命
婦
の
お
と
ど
に
噛
み
つ
い
て
、
お
仕
置
き
し
て
お
や
り
な

さ
い
」
と
戯
れ
た
。
と
こ
ろ
が
犬
は
お
馬
鹿
さ
ん
だ
っ
た
の
で
、
命
じ
ら

れ
る
ま
ま
に
猫
に
飛
び
か
か
っ
て
い
っ
た
。
び
っ
く
り
し
た
猫
は
御
簾
の

う
ち
に
逃
げ
込
ん
だ
。
帝
は
ち
ょ
う
ど
朝
食
時
で
、
こ
の
様
子
を
御
覧
に

な
っ
て
い
た
。
帝
は
猫
を
懐
に
入
れ
、
蔵
人
た
ち
を
呼
び
「
翁
ま
ろ
を
懲

ら
し
め
て
や
れ
。そ
し
て
犬
島（
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
収
容
施
設
で
も
あ
っ

た
か
？
）
に
連
れ
て
行
け
。
今
す
ぐ
に
だ
！
」
と
命
じ
た
。

数
日
後
、
犬
島
に
追
い
や
ら
れ
た
は
ず
の
翁
ま
ろ
が
御
所
に
戻
っ
て
き

た
。
蔵
人
た
ち
は
ま
た
無
慈
悲
に
も
犬
を
つ
か
ま
え
て
、
二
人
が
か
り
で

打ち
ょ
う
ち
ゃ
く
擲
す
る
。
悲
鳴
を
上
げ
る
翁
ま
ろ
。
清
少
納
言
は
騒
動
を
聞
き
つ
け
、

乱
暴
を
止
め
さ
せ
よ
う
と
人
を
遣
わ
す
が
、
男
た
ち
は
「
も
う
死
ん
だ
の

で
捨
て
ま
し
た
」
と
い
う
。
そ
の
日
の
夕
方
、
全
身
ひ
ど
く
腫
れ
上
が
っ

た
犬
が
ぶ
る
ぶ
る
震
え
な
が
ら
歩
き
回
る
。「
翁
ま
ろ
？
」
と
尋
ね
て
も

反
応
し
な
い
。
人
々
も
、
翁
ま
ろ
か
、
そ
う
で
な
い
か
、
な
か
な
か
判
断

が
つ
か
な
い
。
い
つ
も
の
翁
ま
ろ
な
ら
、
呼
べ
ば
飛
ん
で
く
る
の
に
…
。

夜
に
な
っ
て
何
か
食
べ
さ
せ
よ
う
と
思
っ
た
け
れ
ど
、
犬
は
何
も
食
べ
な

か
っ
た
。

翌
朝
、
例
の
犬
は
じ
っ
と
う
ず
く
ま
っ
て
い
る
。「
翁
ま
ろ
は
か
わ
い

そ
う
な
こ
と
を
し
た
。
今
ご
ろ
は
何
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
や
ら

…
」。
ふ
と
そ
ん
な
こ
と
を
口
に
し
た
ら
、
例
の
犬
が
ぶ
る
ぶ
る
震
え
て

涙
を
こ
ぼ
す
で
は
な
い
か
。「
や
っ
ぱ
り
、
翁
ま
ろ
な
の
ね
？
」
そ
う
尋

ね
る
と
、
ひ
れ
伏
し
て
ひ
ど
く
鳴
く
。
…
…
翁
ま
ろ
は
そ
の
後
、
罪
も
ゆ

る
さ
れ
て
、
ま
た
元
通
り
の
暮
ら
し
に
戻
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
っ
た
。

（
第
七
段
「
う
へ
に
候
ふ
御
猫
は
」）

＊
「
命

ミ
ヤ
ウ

婦
の
お
と
ど
」
と
い
う
命
名
は
、猫
の
鳴
き
声
、あ
る
い
は
「
猫
」

の
字
音
（
苗m

iao

）
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

＊
ち
な
み
に
、
寺
院
に
お
い
て
、
仏
像
を
安
置
し
て
お
く
「
内
陣
」
と
、

人
々
（
僧
侶
や
参
詣
人
）
の
い
る
「
外
陣
」
と
の
境
に
背
の
低
い
柵

が
置
い
て
あ
っ
た
。
こ
れ
を
「
犬
防
ぎ
」
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
平

安
時
代
に
お
け
る
犬
の
位
置
付
け
は
か
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
、
と

い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

 日
記

藤
原
実
資
『
小
右
記
』

　
　
　
　
　
　

平
安
時
代
中
期
（
一
〇
世
紀
末
～
一
一
世
紀
初
頭
）
成
立

―
―
―

○
い
く
ら
ネ
コ
好
き
で
も
、
ち
ょ
っ
と
や
り
す
ぎ
？

九
月
十
九
日
戊ぼ

じ
ゅ
つ戌　

日
者
内
裏
御
猫
産
子
、
女
院
、
左
大
臣道
長

、
右
大

臣顕
光

、
有
産
養
事
、
有
衝
重
垸
飯
、
納
筥
□
□
云
々
、
猫
乳
母
馬
命
婦
、
時

人
咲
之
云
々
、
奇
恠
之
事
、
天
下
以
目
、
若
是
可
有
徴
歟
、
未
聞
禽
獣
用

人
礼
、
嗟
乎
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
長
保
元
年
〈
九
九
九
〉
九
月
一
九
日
の
条
）

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
六
号
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【
大
意
】

長
保
元
年
（
九
九
九
）
九
月
十
九
日
、
戊

つ
ち
の
え

戌い
ぬ

の
日
。
最
近
、
内
裏
の
御

猫
が
子
を
産
ん
だ
。
女
院
（
一
条
天
皇
の
母
）
藤
原
詮
子
、
左
大
臣
藤
原

道
長
、右
大
臣
藤
原
顕あ

き
み
つ光
が
産う
ぶ
や
し
な養い
（
祝
賀
の
儀
式
）
を
行
い
、衝つ
い
が
さ
ね重（
御

膳
）
や
垸わ

う
ば
ん飯
（
饗
応
）、
箱
に
収
め
た
□
□
（
欠
字
）
ま
で
供
さ
れ
た
と

か
。
猫
の
乳
母
に
馬
の
命
婦
（
と
い
う
名
の
女
房
）
が
指
名
さ
れ
た
と
い

う
（
笑
）。
と
う
て
い
理
解
を
超
え
て
い
る
。
も
し
か
す
る
と
何
か
よ
か

ら
ぬ
徴し

る
しが
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
禽
獣
の
扱
い
に
人
の
礼
を
用
い
る
な
ど

ま
っ
た
く
前
代
未
聞
で
あ
る
。
あ
あ
、
な
ん
と
嘆
か
わ
し
い
こ
と
で
は
あ

る
ま
い
か
…

＊
藤
原
実さ

ね
す
け資
（
天
徳
元
年
〈
九
五
七
〉
～
永
承
元
年
〈
一
〇
四
六
〉）

の
日
記
『
小
右
記
』（
原
漢
文
）
は
、
天
元
五
年
（
九
八
二
）
か
ら

長
元
五
年
（
一
〇
三
二
）
ま
で
の
記
事
が
現
存
し
て
い
る
。
同
書
に

よ
れ
ば
、『
枕
草
子
』
に
も
出
て
く
る
一
条
天
皇
の
飼
猫
「
命
婦
の

お
と
ど
」
は
長
保
元
年
九
月
生
れ
。
当
時
、
一
条
天
皇
と
そ
の
周
辺

の
度
を
越
し
た
猫
可
愛
が
り
の
様
子
は
人
々
の
笑
い
も
の
に
な
っ
て

い
た
ら
し
い
…
。

＊
本
文
は
〈
増
補
史
料
大
成
〉
別
巻
『
小
右
記
』
一
（
臨
川
書
店
、

一
九
六
五
・
九
）
に
拠
る
。
合
わ
せ
て
倉
本
一
宏
編
『
現
代
語
訳
・

小
右
記
』
３
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
・
一
〇
）
も
参
考
に
し
た
。

 

作
り
物
語

紫
式
部
『
源
氏
物
語
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
安
時
代
中
期
（
一
一
世
紀
初
頭
）
成
立

―
―
―

①
運
命
の
出
会
い
…
、
き
っ
か
け
は
ネ
コ
で
し
た

夕
霧
や
柏
木
が
六
条
院
の
庭
で
蹴
鞠
を
し
て
い
た
時
の
こ
と
、
小
さ
な

唐
猫
が
大
き
な
猫
に
追
い
か
け
ら
れ
て
、
御
簾
か
ら
飛
び
出
し
て
く
る
。

と
、
そ
の
首
綱
が
引
っ
掛
か
り
、
御
簾
が
め
く
れ
上
が
っ
て
し
ま
う
。
そ

し
て
二
人
は
、
出
会
っ
て
し
ま
う
。

唐
猫
の
い
と
小
さ
く
を
か
し
げ
な
る
を
、
す
こ
し
大
き
な
る
猫
追
ひ
つ

づ
き
て
、
に
は
か
に
御
簾
の
つ
ま
よ
り
走
り
出
づ
る
に
、
人
々
（
御
簾
の

内
の
女
房
た
ち
）
お
び
え
騒
ぎ
て
そ
よ
そ
よ
と
身
じ
ろ
き
さ
ま
よ
ふ
け
は

ひ
ど
も
、
衣
の
音
な
ひ
、
耳
か
し
が
ま
し
き
心
地
す
。
猫
は
、
ま
だ
よ
く

人
に
も
な
つ
か
ぬ
に
や
、
綱
い
と
長
く
つ
き
た
り
け
る
を
、
物
に
ひ
き
か

け
ま
つ
は
れ
に
け
る
を
、逃
げ
む
と
ひ
こ
じ
ろ
ふ
（
引
っ
張
る
）
ほ
ど
に
、

御
簾
の
そ
ば
い
と
あ
ら
は
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
る
を
（
び
っ
く
り
し
て
）

と
み
に
引
き
な
ほ
す
人
も
な
し
。
こ
の
柱
の
も
と
に
あ
り
つ
る
人
々
も
心

あ
わ
た
た
し
げ
に
て
、
も
の
怖
ぢ
し
た
る
け
は
ひ
ど
も
な
り
。
几
帳
の
際

す
こ
し
入
り
た
る
ほ
ど
に
、
袿

う
ち
き

姿
に
て
立
ち
た
ま
へ
る
人
あ
り
。（
中
略
）

猫
の
い
た
く
な
け
ば
、
見
返
り
た
ま
へ
る
面
も
ち
も
て
な
し
な
ど
、
い
と

お
い
ら
か（
お
お
ど
か
）に
て
、若
く
う
つ
く
し
の
人
や
と
ふ
と
見
え
た
り
。

（
中
略
）

－31－

吾
輩
も
猫
で
あ
る　

─
日
本
文
学
史
の
中
の
ネ
コ
た
ち
（
そ
の
一
）



（
す
っ
か
り
女
三
の
宮
に
心
を
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
柏
木
は
）
わ
り
な

き
心
地
の
慰
め
に
、
猫
を
招
き
寄
せ
て
か
き
抱
き
た
れ
ば
、
い
と
か
う
ば

し
く
て
（
あ
の
方
の
匂
い
が
し
て
）
ら
う
た
げ
に
う
ち
鳴
く
も
な
つ
か
し

く
思
ひ
よ
そ
へ
ら
る
る
ぞ
、
す
き
ず
き
し
き
や
。（

第
三
四
帖
「
若
菜
」
上
）

 ②
あ
な
た
の
ネ
コ
は
、
ニ
ャ
ン
と
鳴
い
て
ま
す
か
？

ま
す
ま
す
女
三
の
宮
に
恋
心
を
募
ら
せ
る
柏
木
は
、
東
宮
を
介
し
て
例

の
唐
猫
を
借
り
受
け
、
夜
は
抱
い
て
寝
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
周
囲
は
そ
れ

を
「
妙
な
こ
と
」
と
訝い

ぶ
かし
ん
だ
。

（
柏
木
は
も
と
も
と
そ
ん
な
に
猫
好
き
で
は
な
い
の
だ
が
）
つ
ひ
に
こ

れ
を
尋
ね
と
り
て
、
夜
も
あ
た
り
近
く
臥
せ
た
ま
ふ
。
明
け
た
て
ば
、
猫

の
か
し
づ
き
を
し
て
、
撫
で
養
ひ
た
ま
ふ
。
人
げ
遠
か
り
し
心
も
い
と
よ

く
馴
れ
て
（
最
初
は
猫
も
人
見
知
り
を
し
た
が
今
は
よ
く
馴
れ
て
き
て
）、

と
も
す
れ
ば
衣
の
裾
に
ま
つ
は
れ
、
寄
り
臥
し
、
睦む

つ

る
る
を
、
ま
め
や
か

に
う
つ
く
し
と
思
ふ
。
い
と
い
た
く
な
が
め
て
（
柏
木
が
物
思
い
に
沈
ん

で
）、
端
近
く
寄
り
臥
し
た
ま
へ
る
に
、（
猫
が
）
来
て
ね
う
ね
う
と
い
と

ら
う
た
げ
に
な
け
ば
、
か
き
撫
で
て
、
う
た
て
も
す
す
む
か
な
、
と
ほ
ほ

笑ゑ

ま
る
。

恋
ひ
わ
ぶ
る 

人
の
か
た
み
と 

手
な
ら
せ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　

な
れ
よ
何
と
て 

な
く
音ね

な
る
ら
ん

（
私
が
こ
れ
ほ
ど
恋
し
て
悩
み
苦
し
ん
で
い
る
あ
の
方
の
形
見
と

思
っ
て
か
わ
い
が
っ
て
み
れ
ば
、
猫
よ
、
汝
は
何
と
鳴
い
て
い
る
の

か
）

こ
れ
も
昔
の
契
り
に
や
、と
（
猫
の
）
顔
を
見
つ
つ
の
た
ま
へ
ば
、（
猫

は
）
い
よ
い
よ
ら
う
た
げ
に
な
く
を
、
懐
に
入
れ
て
な
が
め
ゐ
た
ま
へ

り
。
御ご

た
ち達
（
年
配
の
女
房
）
な
ど
は
、「
あ
や
し
く
、
に
は
か
な
る
猫

の
と
き
め
く
か
な
。
か
よ
う
な
る
も
の
（
猫
の
よ
う
な
も
の
な
ど
、
以

前
は
全
然
）
見
入
れ
た
ま
は
ぬ
御
心
に
」
と
咎
め
け
り
。

（
第
三
五
帖
「
若
菜
」
下
）

＊
『
源
氏
』
で
は
猫
の
鳴
き
声
は
「
ね
う
ね
う
」、後
述
の
『
更
級
日
記
』

で
は
「
な
ご
う
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

　

③
猫
の
夢
を
見
ま
し
た

運
命
の
出
会
い
か
ら
四
年
、
中
納
言
に
な
っ
た
柏
木
は
女
三
宮
の
姉
、

二
の
宮
を
正
妻
に
迎
え
る
が
、
な
お
妹
の
三
の
宮
へ
の
思
慕
の
念
を
募
ら

せ
、
つ
い
に
は
宮
に
仕
え
る
女
房
の
小
侍
従
に
「
あ
な
お
ほ
け
な
」（
な

ん
て
大
そ
れ
た
こ
と
を
！
）
と
た
し
な
め
ら
れ
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
「
た

だ
、
一
言
、（
思
い
の
丈
を
）
物
越
し
に
て
聞
こ
え
知
ら
す
ば
か
り
は
、

何
ば
か
り
の
御
身
の
や
つ
れ
に
か
は
あ
ら
ん
（
ど
れ
だ
け
女
三
の
宮
の
瑕

疵
に
な
る
で
し
ょ
う
）。神
仏
に
も
思
ふ
こ
と
申
す
は
、罪
あ
る
わ
ざ
か
は
」

と
訴
え
、
小
侍
従
か
ら
し
ぶ
し
ぶ
「
も
し
、
さ
り
ぬ
べ
き
隙
あ
ら
ば
た
ば

か
り
は
べ
ら
む
。」
と
の
約
束
を
取
り
付
け
る
。
そ
し
て
、そ
の
日
が
や
っ

て
来
た
。
四
月
の
十
何
日
か
、
賀
茂
祭
の
御み

そ
ぎ禊

を
明
日
に
控
え
て
人
々
は

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
六
号

－32－



忙
し
そ
う
に
し
て
い
る
。
小
侍
従
は
人
の
出
入
り
が
少
な
い
こ
と
を
見
計

ら
っ
て
、
柏
木
を
宮
の
寝
所
近
く
ま
で
引
き
入
れ
る
。
柏
木
に
気
付
い
た

宮
は
動
揺
し
て
人
を
呼
ぶ
が
、
誰
も
来
な
い
。
そ
の
「
わ
な
な
き
た
ま
ふ

さ
ま
、
水
の
や
う
に
汗
も
流
れ
て
、
も
の
も
お
ぼ
え
た
ま
は
ぬ
気け

し
き色
、
い

と
あ
は
れ
に
ら
う
た
げ
な
り
。」
柏
木
は
宮
が
思
っ
た
ほ
ど
、
気
高
く
て

こ
ち
ら
が
気
後
れ
す
る
よ
う
な
人
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
な
つ
か
し
く
ら

う
た
げ
に
、
や
は
や
は
と
の
み
見
え
給
ふ
御
け
は
ひ
の
、
あ
て
に
い
み
じ

く
思お

ぼ

ゆ
る
こ
と
ぞ
」
と
思
い
、
そ
う
な
る
と
…

さ
か
し
く
思
ひ
し
づ
む
る
心
（
女
三
の
宮
に
対
し
、
大
そ
れ
た
、
色
め

か
し
い
振
る
舞
い
な
ど
決
し
て
す
る
ま
い
、
と
い
う
よ
う
な
心
）
も
失
せ

て
、い
づ
ち
も
い
づ
ち
も
（
ど
こ
か
に
宮
を
）
率
て
隠
し
た
て
ま
つ
り
て
、

わ
が
身
も
世
に
経ふ

る
さ
ま
な
ら
ず
、
跡
絶
え
て
や
み
な
ば
や
（
自
分
も
こ

の
ま
ま
行
方
を
く
ら
ま
し
て
し
ま
い
た
い
）
と
ま
で
思
ひ
乱
れ
ぬ
。

こ
の
後
、柏
木
が
女
三
の
宮
に
思
い
を
遂
げ
る
場
面
が
あ
る
は
ず
だ
が
、

物
語
と
し
て
は
、
す
で
に
事
終
り
、
柏
木
が
ま
ど
ろ
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に

飛
ぶ
。
す
る
と
柏
木
は
…

た
だ
い
さ
さ
か
ま
ど
ろ
む
と
も
な
き
夢
に
、
こ
の
手
馴
ら
し
し
猫
（
例

の
「
ね
う
ね
う
」
と
鳴
い
て
い
た
猫
）
の
い
と
ら
う
た
げ
に
う
ち
な
き
て

来
た
る
を
、
こ
の
宮
（
女
三
の
宮
）
に
奉
ら
む
と
て
わ
が
率
て
来
た
る
と

思お
ぼ

し
き
を
、
何
し
に
奉
り
つ
ら
む
と
思
ふ
ほ
ど
に
お
ど
ろ
き
て
（
目
が
覚

め
て
）、
い
か
に
見
え
つ
る
な
ら
む
（
な
ぜ
こ
ん
な
夢
を
見
た
の
だ
ろ
う
）

と
思
ふ
。

こ
の
後
、
女
三
の
宮
は
「
い
と
あ
さ
ま
し
く
、
現う

つ
つと
も
お
ぼ
え
た
ま
は

ぬ
に
、
胸
ふ
た
が
り
て
思
し
お
ぼ
ほ
る
る
」
茫
然
自
失
の
あ
り
さ
ま
。
柏

木
が
あ
れ
こ
れ
話
し
か
け
て
も
一
言
も
口
を
利
か
ず
、
た
だ
「
悲
し
く
心

細
く
て
い
と
幼
げ
に
泣
き
た
ま
ふ
」
ば
か
り
。
こ
ん
な
時
に
「
た
だ
一
言

御
声
を
聞
か
せ
給
へ
」
と
い
う
柏
木
が
何
と
も
煩
わ
し
く
、
わ
な
わ
な
震

え
て
ば
か
り
い
る
と
、
柏
木
は
「
い
と
つ
ら
き
御
心
に
う
つ
し
心
も
失
せ

は
べ
り
ぬ
（
一
言
も
口
を
利
い
て
く
れ
な
い
あ
な
た
の
冷
た
い
仕
打
ち
に

私
の
正
気
も
失
せ
て
し
ま
い
ま
し
た
）」
な
ど
と
言
う
。
と
は
い
え
、
柏

木
に
と
っ
て
、
生
身
の
宮
を
そ
の
腕
に
抱
い
た
こ
と
よ
り
も
、
そ
の
直
後

に
見
た
「
猫
の
夢
」
の
ほ
う
が
よ
ほ
ど
印
象
的
だ
っ
た
ら
し
く
、
宮
の
も

と
を
退
出
す
る
際
「
あ
は
れ
な
る
夢ゆ

め
か
た
り語
も
聞
こ
え
さ
す
べ
き
を
」（
猫
が

出
て
く
る
趣
深
い
夢
の
話
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
っ
た
け
れ
ど
）、
今
回

は
で
き
な
か
っ
た
。し
か
し「
い
ま
、思お

ぼ

し
あ
は
す
る
こ
と
も
は
べ
り
な
む
」

（
い
ず
れ
思
い
当
た
る
よ
う
な
節
も
あ
る
や
も
し
れ
ま
せ
ん
）な
ど
と
言
っ

て
み
た
り
、そ
の
後
も
夢
に
見
た
「
か
の
猫
の
あ
り
し
さ
ま
」
が
恋
し
く
、

慕
わ
し
く
思
い
出
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

と
は
い
え
、
柏
木
と
て
自
ら
の
し
た
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。「
さ
て
も
い
み
じ
き
過あ

や
まち
し
つ
る
身
か
な
」。
柏
木
は
後
悔
の
念
と
破

滅
へ
の
恐
怖
に
恐
れ
お
の
の
き
、
自
ら
の
寿
命
を
縮
め
る
結
果
と
な
る
。

（
第
三
五
帖
「
若
菜
」
下
）

＊
江
戸
時
代
初
期
の
『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
書
、
中な

か
の
い
ん
み
ち

院
通
勝か

つ

の

－33－

吾
輩
も
猫
で
あ
る　

─
日
本
文
学
史
の
中
の
ネ
コ
た
ち
（
そ
の
一
）



『
岷み
ん
ご
う
に
っ
そ

江
入
楚
』
は
、
獣
の
夢
を
見
る
こ
と
を
懐
妊
・
懐
胎
の
し
る
し

と
す
る
。

 日
記
・
随
筆

菅
原
孝
標
女
『
更
級
日
記
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
安
時
代
中
期
（
一
一
世
紀
中
ご
ろ
）
成
立

―
―
―

○
ニ
ャ
ゴ
ニ
ャ
ゴ
、
ニ
ャ
ゴ
～
ン
と
鳴
く
あ
の
ネ
コ
は
、

　
　
　
　
　
　

も
し
か
し
て
、
大
納
言
様
の
姫
君
で
は
ニ
ャ
イ
か
し
ら
？

花
の
咲
き
散
る
折
ご
と
に
、
乳め

の
と母
亡
く
な
り
し
折
ぞ
か
し
、
と
の
み
あ

は
れ
な
る
に
、
同
じ
を
り
亡
く
な
り
た
ま
ひ
し
侍
従
の
大
納
言
の
御
む
す

め
の
手
を
見
つ
つ
、
す
ず
ろ
に
あ
は
れ
な
る
に
、
五
月
ば
か
り
、
夜よ

ふ
く

る
ま
で
物
語
を
読
み
て
起
き
ゐ
た
れ
ば
、
来き

つ
ら
む
方か
た

も
見
え
ぬ
に
、
猫

の
い
と
な
ご
う
鳴
い
た
る
を
、
お
ど
ろ
き
て
見
れ
ば
、
い
み
じ
う
を
か
し

げ
な
る
猫
あ
り
。
い
づ
く
よ
り
来
つ
る
猫
ぞ
、と
見
る
に
、姉
な
る
人
、「
あ

な
か
ま
、
人
に
聞
か
す
な
。
い
と
を
か
し
げ
な
る
猫
な
り
。
飼
は
む
」
と

あ
る
に
、
い
み
じ
う
人
馴
れ
つ
つ
、
か
た
は
ら
に
う
ち
臥
し
た
り
。
尋
ぬ

る
人
や
あ
る
と
、
こ
れ
を
隠
し
て
飼
ふ
に
、
す
べ
て
下げ

す衆
の
あ
た
り
に
も

寄
ら
ず
、
つ
と
前
に
の
み
あ
り
て
、
物
も
き
た
な
げ
な
る
は
、
ほ
か
ざ
ま

（
他
所
）
に
顔
を
む
け
て
、
食
は
ず
。

姉
お
と
と
（
姉
と
妹
の
こ
と
）
の
中
に
つ
と
ま
は
れ
て
、
を
か
し
が
り

ら
う
た
が
る
（
可
愛
が
る
）
ほ
ど
に
、姉
の
な
や
む
こ
と
（
病
気
）
あ
る
に
、

も
の
騒
が
し
く
て
、
こ
の
猫
を
北き

た
お
も
て面に

の
み
あ
ら
せ
て
呼
ば
ね
ば
、
か
し

が
ま
し
く
鳴
き
の
の
し
れ
ど
も
、
な
ほ
さ
る
に
て
こ
そ
は
と
思
ひ
て
あ
る

に
、
わ
づ
ら
ふ
姉
お
ど
ろ
き
て
、「
い
づ
ら
、
猫
は
。
こ
ち
率ゐ

て
来こ

」
と

あ
る
を
、「
な
ど
」
と
問
へ
ば
、「
夢
に
こ
の
猫
の
か
た
は
ら
に
来
て
、
お

の
れ
は
侍
従
の
大
納
言
殿
の
御
む
す
め
の
、
か
く
な
り
た
る
な
り
。
さ
る

べ
き
縁
の
い
さ
さ
か
あ
り
て
、
こ
の
中
の
君
（
作
者
の
こ
と
）
の
す
ず
ろ

に
あ
は
れ
と
思
ひ
出
で
た
ま
へ
ば
、
た
だ
し
ば
し
こ
こ
に
あ
る
を
、
こ
の

ご
ろ
下
衆
の
中
に
あ
り
て
、
い
み
じ
う
わ
び
し
き
こ
と
、
と
い
ひ
て
い
み

じ
う
泣
く
さ
ま
は
、
あ
て
に
を
か
し
げ
な
る
人
と
見
え
て
、
う
ち
お
ど
ろ

き
た
れ
ば
、
こ
の
猫
の
声
に
て
あ
り
つ
る
が
、
い
み
じ
く
あ
は
れ
な
る
な

り
」
と
語
り
た
ま
ふ
を
聞
く
に
、
い
み
じ
く
あ
は
れ
な
り
。

そ
の
後の

ち

は
こ
の
猫
を
北
面
に
も
出
だ
さ
ず
、
思
ひ
か
し
づ
く
。
た
だ
一

人
ゐ
た
る
と
こ
ろ
に
こ
の
猫
が
む
か
ひ
ゐ
た
れ
ば
、
か
い
な
で
つ
つ
、「
侍

従
の
大
納
言
の
姫
君
の
お
は
す
る
な
。
大
納
言
殿
に
知
ら
せ
た
て
ま
つ
ら

ば
や
」
と
い
ひ
か
く
れ
ば
、
顔
を
う
ち
ま
も
り
つ
つ
、
な
ご
う
鳴
く
も
、

心
な
し
、
目
の
う
ち
つ
け
に
、
例
の
猫
に
は
あ
ら
ず
、
聞
き
知
り
顔
に
あ

は
れ
な
り
。

（
中
略
）

そ
の
か
へ
る
年
（
翌
年
）、
四
月
の
夜
中
ば
か
り
に
火
の
事
あ
り
て
、

大
納
言
殿
の
姫
君
と
思
ひ
か
し
づ
き
し
猫
も
や
け
ぬ
。「
大
納
言
殿
の
姫

君
」
と
呼
び
し
か
ば
、
聞
き
知
り
顔
に
鳴
き
て
歩
み
来
な
ど
せ
し
か
ば
、

父
な
り
し
人
も
「
め
づ
ら
か
に
あ
は
れ
な
る
こ
と
な
り
。
大
納
言
に
申
さ

む
」
な
ど
あ
り
し
ほ
ど
に
、
い
み
じ
う
あ
は
れ
に
く
ち
を
し
く
お
ぼ
ゆ
。

　
　
（「
家
居
の
記
」
治
安
二
年
〈
一
〇
二
一
〉
三
月
つ
ご
も
り
が
た
）

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
六
号

－34－



＊
侍
従
の
大
納
言
…
能
書
家
で
書
の
「
三
跡
」
に
数
え
ら
れ
る
藤
原
行

成
の
こ
と
（
残
る
二
人
は
小
野
道
風
と
藤
原
佐す

け
ま
さ成
）。
鎌
倉
中
期
の

説
話
集
『
十じ

っ
き
ん
し
ょ
う

訓
抄
』
に
よ
れ
ば
、
藤
原
実
方
と
ト
ラ
ブ
ル
に
な
っ
た

時
、
行
成
は
沈
着
冷
静
に
対
応
し
、
一
条
天
皇
に
賞
せ
ら
れ
た
。
そ

の
娘
（
四
女
）
は
一
二
歳
で
藤
原
道
長
の
末
子
（
六
男
）
長
家
と
結

婚
し
た
が
、
治
安
元
年
（
一
〇
二
一
）
三
月
、
一
五
歳
で
早
世
。『
更

級
日
記
』
の
作
者
菅
原
孝
標
女む

す
めと
は
ほ
ぼ
同
い
年
（
孝
標
女
は
一
歳

年
下
）
で
、
孝
標
女
は
上
京
後
、
父
か
ら
「
書
の
手
本
」
に
し
な
さ

い
と
、
か
の
姫
君
が
書
い
た
古
歌
な
ど
を
渡
さ
れ
て
、
日
ご
ろ
か
ら

敬
愛
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。

作
り
物
語

六
条
斎
院
宣
旨
『
狭
衣
物
語
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
安
時
代
後
期
（
一
一
世
紀
後
半
）
成
立

―
―
―

○
猫
は
、
愛
し
い
人
と
「
私
」
と
を
結
ぶ
大
切
な
よ
す
が
な
の
で
す

帝
の
正
嫡
で
あ
り
な
が
ら
源
氏
を
賜
っ
て
臣
籍
に
下
り
、
関
白
と
し
て

一
条
院
や
嵯
峨
院
ら
（
実
の
兄
弟
）
を
支
え
る
「
堀
川
の
大
臣
」
と
「
堀

川
の
上
」
の
子
が
こ
の
物
語
の
主
人
公
「
狭
衣
大
将
」
で
あ
る
。
狭
衣
は
、

母
堀
川
の
上
の
姪
で
故
先
帝
の
皇
女
、
今
は
父
堀
川
の
大
臣
に
引
き
取
ら

れ
、養
女
と
し
て
暮
ら
し
て
い
る
従
妹
の
「
源
氏
の
宮
」
を
思
慕
す
る
が
、

源
氏
の
宮
は
狭
衣
の
求
愛
を
拒
否
し
つ
づ
け
る
。

『
狭
衣
物
語
』
は
、
狭
衣
と
源
氏
の
宮
と
の
不
毛
の
愛
を
軸
に
据

え
て
、
狭
衣
の
消
極
的
な
態
度
が
も
た
ら
し
た
、
飛
鳥
井
の
女
君
、

女
二
の
宮
、
一い

っ
ぽ
ん品
の
宮
、
式
部
卿
の
宮
の
姫
君
な
ど
と
の
さ
ま
ざ
ま

な
愛
の
悲
劇
を
語
っ
た
も
の
で
あ
り
、
狭
衣
は
両
親
に
手
厚
く
庇ひ

ご護

さ
れ
、
無
類
の
美
貌
と
才
能
に
恵
ま
れ
、
官
位
の
昇
進
も
め
ざ
ま
し

く
、
神
意
に
よ
っ
て
出
家
す
る
こ
と
も
な
く
、
最
後
は
帝
位
に
即つ

く

と
い
う
、
外
見
は
何
の
不
足
も
な
い
境
遇
に
あ
り
な
が
ら
、
本
意
の

恋
人
、
源
氏
の
宮
は
得
ら
れ
ず
、
心
ひ
か
れ
る
女
二
の
宮
と
は
行
き

違
い
と
な
っ
て
し
ま
い
、
常
に
不
如
意
の
身
の
上
を
嘆
き
、
憂
愁
の

思
い
を
抱
い
て
い
る
。

（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
狭
衣
物
語
②
』
所
収 

小
町
谷
照
彦

「
古
典
へ
の
招
待
」）

さ
て
、
一
品
の
宮
と
意
に
染
ま
ぬ
結
婚
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
狭
衣
は
、
堀
川
の
自
邸
は
も
と
よ
り
、
ど
こ
へ
行
っ
て
も
居
場
所
が
な

く
、
鬱
々
と
し
な
が
ら
源
氏
の
宮
の
い
る
斎
院
に
赴
く
の
だ
っ
た
。
す
る

と
…（

源
氏
の
宮
の
）
御
側
に
寝
入
り
た
る
猫
、
鳴
き
出
で
て
、
端
ざ
ま
へ

出
づ
る
。
綱
に
御み

几
帳
の
帷か
た
び
ら子
の
引
き
上
げ
ら
れ
て
、（
源
氏
の
宮
と
狭

衣
は
思
い
が
け
ず
互
い
の
顔
を
）
見
合
せ
た
ま
へ
ば
、（
源
氏
の
宮
は
）

御
顔
い
と
赤
く
な
り
な
が
ら
、
わ
ざ
と
（
こ
と
さ
ら
奥
に
）
引
き
入
り
な

ど
は
せ
さ
せ
た
ま
は
ず
、
御
扇
に
紛
ら
は
し
て
（
扇
を
か
ざ
し
て
御
顔

を
隠
し
）、
少
し
傾
か
せ
た
ま
ふ
、
ま
み
（
目
元
）、
頬つ

ら

つ
き
、
髪か

む

ざ
し
、
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御み
ぐ
し髪
の
か
か
り
、
げ
に
光
（
光
り
輝
く
よ
う
な
御
姿
）
と
は
こ
れ
を
言
ふ

に
や
と
見
え
さ
せ
た
ま
ふ
に
も
、（
そ
れ
に
引
き
か
え
、
自
分
自
身
は
）

あ
な
心
憂
の
身
の
さ
ま
や
、い
と
か
ば
か
り
な
る
事
こ
そ
叶
は
ざ
ら
め（
源

氏
の
宮
の
よ
う
な
方
と
結
ば
れ
る
こ
と
こ
そ
叶
わ
な
い
と
し
て
も
）、
少

し
も
な
ぞ
ら
へ
な
る
世
を
ば
見
る
ま
じ
き
も
の
と
、
思
ひ
知
ら
れ
し
よ
り

（
少
し
で
も
こ
の
方
に
似
通
っ
た
よ
う
な
人
と
結
ば
れ
た
い
と
思
っ
た
が
、

そ
れ
も
か
な
わ
ぬ
も
の
と
思
い
知
ら
さ
れ
て
）、
こ
れ
に
劣
り
た
ら
ん
人

を
ば
見
じ
聞
か
じ
と
、
思
ひ
初
め
に
し
こ
そ
（
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
だ

が
）、
い
で
や
、
我
が
心
の
よ
ろ
づ
に
言
ふ
か
ひ
な
く
て
、
親
に
も
ひ
と

へ
に
任
せ
ら
れ
た
て
ま
つ
り
て
（
親
の
意
向
に
ひ
た
す
ら
従
わ
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
）、
心
づ
か
ら
い
と
憂
き
世
に
も
長
ら
ふ
る
こ
と
ぞ
か
し
と
思

ふ
に
も
、
身
よ
り
外ほ

か

に
つ
ら
き
人
な
く
て
、
涙
の
み
ぞ
こ
と
わ
り
知
ら
ぬ

も
の
な
り
け
れ
ば
（
涙
ば
か
り
は
理
屈
と
無
関
係
に
、
と
め
ど
な
く
流
れ

て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
）。

（
さ
て
、
狭
衣
が
）
猫
を
「
こ
ち
や
」
と
の
た
ま
へ
ば
、（
猫
は
）
ら
う

た
げ
な
る
声
に
う
ち
鳴
き
て
、
近
く
寄
り
来
た
る
、（
そ
の
猫
に
源
氏
の

宮
の
）
御お

ん
ぞ衣
の
移
り
香
う
ら
や
ま
し
う
て
、（
狭
衣
は
思
わ
ず
猫
を
）
か

き
寄
せ
た
ま
へ
れ
ば
、御
袖
よ
り
入
ら
ん
と
睦む

つ

る
る
、い
と
う
つ
く
し
（
可

愛
ら
し
い
）。

（
狭
衣
は
十
歳
近
く
も
年
上
の
一
品
の
宮
と
の
結
婚
が
）
い
と
堪
へ
が

た
く
て
、
く
ね
く
ね
し
う
わ
び
し
き
目
を
見
つ
つ
、
長
ら
ふ
る
よ
り
は
、

か
く
こ
そ
あ
る
べ
か
り
け
れ
（
い
っ
そ
源
氏
の
宮
の
移
り
香
も
濃
厚
な
、

こ
の
猫
と
い
っ
し
ょ
に
暮
ら
し
た
い
）
と
思お

ぼ

さ
れ
て
、「
こ
の
御
猫
、
し

ば
し
預
け
さ
せ
た
ま
へ
か
し
。
人
肌
つ
け
る
春
を
求
む
る
よ
り
は
」
と
の

た
ま
ふ
を
、
宣
旨
と
い
ふ
人
（
女
房
）
う
ち
笑
ひ
て
、「
今
更
は
、
な
ど

て
か
（
今
更
、
な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か
）。
人
は
誰

を
か
は
求
め
さ
せ
た
ま
は
ん
。
い
と
大
人
し
き
御
扱
ひ
を
さ
へ
せ
さ
せ
た

ま
ふ
な
る
に
（
た
い
そ
う
大
人
び
た
方
を
奥
方
に
お
迎
え
に
な
り
、
お
世

話
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
の
に
）、
猫
は
所
狭せ

う
思
さ
れ
め
」
と
聞

こ
ゆ
れ
ば
、「
さ
ら
な
り
や
（
も
ち
ろ
ん
で
す
）。（
私
た
ち
夫
婦
の
仲
は
）

岩
間
を
潜く

ぐ

る
水
だ
に
も
漏
る
ま
じ
け
れ
ば
」
と
て
、
う
ち
笑
ひ
た
ま
ふ
も

の
か
ら
、
い
と
か
か
る
心
の
中う

ち

も
、（
源
氏
の
宮
は
）
今
は
知
ら
せ
た
ま

は
ね
ば
、（
私
が
出
家
の
望
み
を
）
思
ひ
直
り
て
、
い
つ
し
か
ゆ
か
り
思

ひ
を
さ
へ
し
て
、
思
ひ
扱
ふ
ら
ん
と
、
聞
か
せ
た
ま
ふ
ら
ん
か
し
、
同
じ

さ
ま
な
が
ら
だ
に
見
え
き
こ
え
さ
せ
じ
も
の
を
と
、
恥
づ
か
し
く
お
ぼ
え

た
ま
ふ
を
、（
狭
衣
は
）
前
な
る
人
々
（
源
氏
の
宮
の
御
前
に
仕
え
て
い

る
女
房
た
ち
）
の
絵
描
き
散
ら
し
た
る
筆
ど
も
の
散
り
た
る
を
、
取
り
た

ま
ひ
て
、
紙
の
端
に
、

か
つ
見
る
も 

あ
る
は
あ
る
に
も 

あ
ら
ぬ
身
を

　
　
　
　
　
　
　
　

人
は
人
と
や 

思
ひ
な
す
ら
ん

（
あ
な
た
を
こ
ん
な
に
慕
い
つ
つ
、
一
方
で
別
の
人
と
結
婚
し
て
い

る
こ
の
私
は
、
生
き
て
い
る
と
は
い
い
な
が
ら
、
全
く
生
き
て
い
る

心
地
も
い
た
し
ま
せ
ん
。
な
の
に
あ
な
た
は
、
き
っ
と
私
が
普
通
の

人
の
よ
う
に
、
何
の
悩
み
も
な
く
生
き
て
い
る
と
お
思
い
な
の
で

し
ょ
う
ね
…
…
）

手
す
さ
み
の
や
う
に
、
片
仮
名
に
書
き
て
、
こ
の
猫
の
首
に
結
び
つ
け

て
、「
あ
な
、
寝
ぎ
た
な
（
あ
あ
、
ぐ
っ
す
り
寝
て
い
る
ね
）。
今
は
起
き

て
参
り
ね
」
と
押
し
出
で
た
ま
へ
れ
ば
、（
猫
は
）
聞
き
知
り
顔
に
、
他ほ
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所か

ざ
ま
に
も
行
か
ず
、（
源
氏
の
宮
の
も
と
に
）
参
り
て
睦む
つ

れ
ま
ゐ
ら
す

る
ぞ
う
ら
や
ま
し
き
や
。

（
巻
三
）

＊
『
狭
衣
物
語
』
の
作
者
は
源
頼
国
女
と
さ
れ
て
い
る
。
頼
国
女
は
後

朱
雀
天
皇
の
皇
女
禖
子
内
親
王
（
六
条
斎
院
）
に
仕
え
た
女
房
で
、

宣
旨
は
そ
の
筆
頭
格
に
あ
た
る
。
な
お
、
源
頼
国
は
源
頼
光
の
長
男

で
あ
り
、
満
仲
の
孫
に
あ
た
る
。

 日
記

藤
原
頼
長
『
台
記
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
安
時
代
末
期
（
一
二
世
紀
前
半
）
成
立

―
―
―

○
後
に
「
悪
左
府
」
の
名
で
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
の
私
も
、
う
ち
の

ネ
コ
が
病
気
に
な
っ
た
時
、
千
手
観
音
に
お
祈
り
し
た
ん
で
す
よ

僕
少
年
養
レ
猫
、
猫
有
レ
疾
、
即
画
二
千
手
像
一
、
祈
レ
之
曰
、
請
疾
速
除

愈（
意
味
は
癒
に
同
じ
）、又
令
三
猫
満
二
十
歳
一
、猫
即
平
癒
、至
二
十
歳
一
死
、

褁
衣
入

樻
葬
也

（
康
治
元
年
〈
一
一
四
二
〉
八
月
六
日
の
条
）

【
大
意
】

私
は
年
少
の
こ
ろ
猫
を
飼
っ
て
い
た
。
あ
る
時
、
猫
が
病
気
に
な
っ
た

の
で
、
私
は
千
手
観
音
の
絵
像
を
描
い
て
病
気
が
早
く
治
る
よ
う
お
祈
り

を
し
た
。
そ
し
て
ま
た
、
う
ち
の
猫
に
十
年
の
寿
命
を
お
与
え
下
さ
い
、

と
も
お
願
い
し
た
。
そ
う
し
た
ら
、立
ち
ど
こ
ろ
に
猫
の
病
気
も
癒
え
て
、

本
当
に
十
年
で
死
ん
だ
の
だ
よ
。（
割
注
）
猫
が
死
ん
だ
時
は
、
遺
骸
を

衣
に
く
る
ん
で
棺
に
入
れ
、
埋
葬
し
た
。

＊
藤
原
頼
長
（
一
一
二
〇
～
五
六
）
は
摂
政
関
白
太
政
大
臣
藤
原
忠
実

の
三
男
。
通
称
「
宇
治
左
大
臣
」「
悪
左
府
」。
鳥
羽
院
政
下
、
朝
廷

は
皇
位
継
承
争
い
と
摂
関
家
内
部
の
確
執
を
背
景
に
待
賢
門
院
腹
の

崇
徳
院
方
と
美
福
門
院
の
推
す
後
白
河
天
皇
方
に
分
か
れ
、
両
者
の

対
立
が
つ
い
に
武
力
衝
突
に
発
展
す
る
。
後
世
「
武
者
の
世
」（
慈

円
『
愚
管
抄
』）
の
始
ま
り
と
さ
れ
る
保
元
の
乱
（
一
一
五
六
）
で

あ
る
。
頼
長
は
保
元
の
乱
に
際
し
、
父
忠
実
と
と
も
に
崇
徳
院
方
に

つ
き
、
流
れ
矢
に
あ
た
っ
て
敗
死
す
る
も
、
死
後
怨
霊
と
化
し
、
安

元
三
年
／
治
承
元
年
（
一
一
七
七
）
正
一
位
・
太
政
大
臣
を
追
贈
さ

れ
る
。

＊
『
台た

い

記き

』
は
原
漢
文
。
保
延
二
年
（
一
一
三
六
）
～
久
寿
二
年

（
一
一
五
五
）
の
記
録
。
右
は
康
治
元
年
（
一
一
四
二
）
八
月
六
日

の
記
事
。
当
時
、
頼
長
は
自
ら
の
鯰
膚
の
治
療
と
祈
祷
の
た
め
に
三

尺
の
千
手
観
音
を
造
立
し
、僧
に
命
じ
て
前
月
の
十
六
日
か
ら「
三
七

日
」（
二
一
日
間
）
の
供
養
を
行
わ
せ
て
い
た
。
そ
の
満
願
の
日
が

八
月
六
日
で
あ
り
、
千
手
観
音
の
霊
験
と
、
そ
の
あ
り
が
た
い
御
利

益
の
一
例
と
し
て
、
こ
こ
に
幼
い
こ
ろ
の
猫
の
思
い
出
が
記
さ
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

＊
本
文
は
橋
本
義
彦
・
今
江
広
道
校
訂
〈
史
料
纂
集
〉『
台
記
』
第
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一
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
六
・
一
二
）
に
拠
る
。
な
お
、

本
文
の
訓
読
は
〈
増
補
史
料
大
成
〉『
台
記
』
一
（
臨
川
書
店
、

一
九
六
五
・
一
一
）
を
参
考
に
し
た
。

 史
書

藤
原
通
憲
（
信
西
）『
本
朝
世
紀
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
安
時
代
末
期
（
一
二
世
紀
中
ご
ろ
）
成
立

―
―
―

○
ネ
コ
、
人
を
襲
う
!!

近
日
。
近
江
国
甲
賀
郡
及
美み

の乃
国
山
中
有
二

奇
獣
一
。
夜
陰
群
二-

入

村そ
ん
り
ょ閭

一
。
囓
二-

損
児
童
一
。
或
囓
二
人
手
足
一
。
土
俗
号
二
之
猫
一
。
仍
有
レ

人
煞
こ
ろ
ス

二
此
獣
一
。
剥
二
其
皮
一
者
所
々
有
レ
之
。
其
間
有
二
種
々
訛
言
一
。
尤

為
二
奇
誕
事
一
。

（
第
三
八
「
近
衛
天
皇
・
自
久
安
六
年
七
月
至
同
年
十
二
月
」）

＊
『
本
朝
世
紀
』
は
平
安
時
代
末
期
、
鳥
羽
上
皇
の
命
に
よ
り
藤
原

通
憲
（
信
西
）
が
編
纂
し
た
歴
史
書
。
同
書
は
『
日
本
書
紀
』
か

ら
『
日
本
三
代
実
録
』
に
至
る
「
六り

っ

国こ
く
し史
」
に
続
く
正
史
と
し
て
、

宇
多
天
皇
（
在
位
八
八
七
～
八
九
七
年
）
か
ら
近
衛
天
皇
（
在
位

一
一
四
二
～
一
一
五
五
年
）
ま
で
を
扱
っ
て
い
る
が
、
後
白
河
院

政
下
、
院
の
近
臣
と
し
て
勢
力
を
拡
大
し
て
い
っ
た
信
西
は
平
治

元
年
（
一
一
五
九
）
一
二
月
、
後
白
河
院
の
近
臣
藤
原
信
頼
が
起

こ
し
た
ク
ー
デ
タ
ー
（
平
治
の
乱
）
に
よ
っ
て
自
害
に
追
い
込
ま

れ
、
そ
の
首
は
獄
門
に
さ
ら
さ
れ
た
た
め
、
史
書
の
編
纂
事
業
も
中

絶
、
未
完
に
終
っ
た
。
も
と
全
二
〇
巻
。
現
存
す
る
の
は
そ
の
一
部

で
、
朱
雀
天
皇
の
承

じ
ょ
う

平へ
い

五
年
（
九
三
五
）
か
ら
近
衛
天
皇
の
仁に
ん
ぺ
い平
三

年
（
一
一
五
三
）
ま
で
、
二
百
年
分
以
上
が
残
存
。
そ
の
な
か
に
右

の
よ
う
な
「
奇
誕
」
な
る
ネ
コ
の
話
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み

に
、「
奇
誕
」
と
は
虚
妄
の
説
の
こ
と
（「
誕
」
は
う
そ
、
い
つ
わ
り
、

で
た
ら
め
の
意
）。

＊
本
文
は
新
訂
増
補
〈
国
史
大
系
〉『
本
朝
世
紀
』（
吉
川
弘
文
館
、
初

版
一
九
三
三
・
八
、
新
装
版
一
九
九
九
・
二
）
に
拠
る
。

 仏
教
説
話
集

『
今
昔
物
語
集
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
安
時
代
末
期
（
一
二
世
紀
中
ご
ろ
）
成
立

―
―
―

○
ネ
コ
嫌
い
に
は 

壮
絶
！　

悶
絶
！　

恐
怖
の
ネ
コ
部
屋
大
作
戦
!!

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ネ
コ
好
き
に
は
パ
ラ
ダ
イ
ス
で
す
け
ど
…
）

大
蔵
省
に
勤
め
る
従
五
位
下
の
藤
原
清き

よ
か
ど廉
は
「
大
蔵
の
大た
い
ふ夫
」
と
呼
ば

れ
て
い
た
。
し
か
し
、
前
世
が
ネ
ズ
ミ
だ
っ
た
の
か
、「
い
み
じ
く
猫
に

な
む
恐お

ぢ

け
る
」
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
悪
戯
好
き
な
若

い
男
た
ち
は
清
廉
の
行
く
先
々
で
猫
を
取
り
出
し
て
見
せ
る
の
で
、
彼
は

そ
の
た
び
に
用
事
も
何
も
投
げ
出
し
て「
顔
を
ふ
さ
ぎ
て
逃
げ
て
去
り
ぬ
」

と
い
う
有
様
。
そ
こ
で
人
々
は
清
廉
に
「
猫
恐
（
ね
こ
お
ぢ
）
の
大
夫
」

と
あ
だ
名
を
付
け
た
。
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清
廉
は
山
城
・
大
和
・
伊
賀
に
荘
園
を
持
っ
て
お
り
、
た
い
そ
う
財
産

を
持
っ
て
い
た
は
ず
だ
が
、
公
（
朝
廷
）
に
対
し
て
租
税
を
納
め
よ
う
と

し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
藤
原
輔
公
が
大や

ま
と
の和
守か
み

だ
っ
た
と
き
、
一
計
を
企
ん

だ
。
猫
嫌
い
の
清
廉
を
小
さ
な
部
屋
に
押
し
込
ん
で
、
そ
こ
に
猫
を
放
っ

た
の
で
あ
る
。「
灰
毛
斑ま

だ
らな
る
猫
の
長た
け

一
尺
余
り
ば
か
り
な
る
が
、
眼
は

赤
く
て
、
虎く

は
く珀
（
琥
珀
）
を
磨
き
入
れ
た
る
や
う
に
て
、
大
声
を
放
ち
て

鳴
く
。
た
だ
同
じ
や
う
な
る
猫
五
ツ
続
き
て
入
る
。
そ
の
時
に
清
廉
、
目

よ
り
大
き
な
る
涙
を
落
と
し
て
、
守
（
大
和
守
）
に
向
か
ひ
て
手
を
摺
り

て
迷ま

ど

ふ
。」

清
廉
は
真
青
に
な
っ
て
大
和
守
の
い
う
通
り
、
税
を
納
め
る
こ
と
を
確

約
し
た
。
こ
れ
が
伝
わ
る
と
、「
世
こ
ぞ
り
て
咲わ

ら
ひ
あ
へ
り
、
と
な
む
語
り

伝
へ
た
る
と
や
。」

（
巻
第
二
八
「
本
朝
付
世
俗
」
第
三
一
「
大
蔵
大
夫
藤
原
清き

よ
か
ど廉
、
猫
に

怖
る
る
語こ

と

」）

 和
歌

撰
者
不
明
『
古
今
和
歌
六
帖
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
安
時
代
後
期
（
一
〇
世
紀
後
半
）
成
立

―
―
―

○
虎
か
？ 

猫
か
？ 

そ
れ
と
も
？　

あ
さ
ぢ
ふ
の 

小を

の野
の
篠
原 

い
か
な
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　

手
飼
ひ
の
と
ら
の 

ふ
し
ど
こ
ろ
み
る

（
第
二
「
山
」
九
五
二
番
歌　

読
人
知
ら
ず
）

＊
『
古
今
和
歌
六
帖
』
は
平
安
時
代
に
成
立
し
た
撰
者
不
明
の
私
撰

和
歌
集
。
約
四
五
〇
〇
首
を
類
題
別
に
収
録
。
所
収
歌
の
本
文
と

通
し
番
号
は
『
新
編 

国
歌
大
観
』
第
二
巻
「
私
撰
集
編 

歌
集
」

（
一
九
八
四
・
三
）
に
拠
る
。
な
お
、
右
九
五
二
番
歌
は
、
一
部
言
い

回
し
の
異
な
る
形
で
『
夫
木
和
歌
抄
』
巻
第
二
七
に
収
録
さ
れ
て
い

る
（
一
二
九
二
五
番
歌
、
後
出
）。

＊
『
古
今
和
歌
六
帖
』
は
、
現
在
古
今
和
歌
六
帖
輪
読
会
（
代
表
平
野

由
紀
子
）
が
初
の
全
注
釈
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
御
茶
ノ
水
女
子
大

学E-book

サ
ー
ビ
ス
に
て
第
四
帖
ま
で
公
開
中
。
な
お
、
同
会
の

注
釈
で
は
右
九
五
二
番
歌
の
結
び
「
ふ
し
ど
こ
ろ
み
る

4

4

」
を
不
自
然

と
見
て
、
校
合
本
に
よ
り
「
ふ
し
ど
こ
ろ
な
る

4

4

」
と
改
め
、
こ
の
歌

の
真
意
を
「
親
の
監
視
の
き
び
し
い
娘
に
近
づ
け
な
い
こ
と
を
恨
ん

だ
男
の
歌
か
。」
と
記
す
。

＊
「
手
飼
ひ
の
虎
」
と
い
う
の
は
「
人
に
飼
い
な
ら
さ
れ
た
虎
」
の
こ

と
だ
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
日
本
に
虎
は
い
な
い
。
仮
に
い
た
と
し

て
も
、
あ
ま
り
に
危
険
す
ぎ
て
、
普
通
は
飼
お
う
と
は
思
わ
な
い
。

飼
い
な
ら
せ
る
と
も
思
わ
な
い
。
日
本
で
生
き
た
虎
を
間
近
に
見
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
治
以
後
の
話
で
あ
る
。だ
が
、

虎
（
寅
）
そ
の
も
の
は
中
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
知
識
・
文
物
あ
る

い
は
虎
の
皮
な
ど
を
通
し
て
、
記
紀
万
葉
の
時
代
か
ら
す
で
に
知
ら

れ
て
い
た
。
ち
な
み
に
、
久
保
田
淳
・
馬
場
あ
き
子
編
『
歌
こ
と
ば

歌
枕
大
辞
典
』（
角
川
書
店
、
一
九
九
九
・
五
）
は
、「
虎
」
の
例
歌

と
し
て
『
古
今
和
歌
六
帖
』
の
「
人
妻
は
森も

り

か
社や

し
ろか

唐か
ら

国く
に

の
虎
ふ
す
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野
辺
か
寝
て
試
み
む
」（
第
五
・
二
九
七
八
）
を
引
き
、「
虎
を
人
妻

と
の
危
険
な
恋
の
た
と
え
に
用
い
て
い
る
。
他
に
も
、
人
妻
へ
の
恋

情
を
表
す
歌
に
詠
み
込
ま
れ
た
例
は
多
い
。」（「
虎
」
中
周
子
）
と

す
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
前
出
古
今
和
歌
六
帖
輪
読
会
の
解
釈
の
ご

と
く
、「
手
飼
ひ
の
虎
」
を
う
か
つ
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
な
い
危

険
な
恋
の
相
手
（
の
比
喩
）
と
み
る
説
も
首
肯
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
。

＊
な
お
、「
手
飼
ひ
の
虎
」
は
、
一
般
的
に
は
「
猫
」「
家
猫
」「
飼
い

猫
」
と
解
さ
れ
て
い
る
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
）。
平
安
時

代
の
辞
書
、
源
順
の
『
倭
名
類
聚
抄
』
は
中
国
の
字
書
『
玉ご

く

篇
』
を

引
用
し
、「
猫
」
を
「
似
虎
而
小
、
能
捕
鼠
、
為
粮
」
と
記
し
て
い

る
が
、
お
そ
ら
く
虎
の
実
物
を
見
た
こ
と
の
な
い
大
多
数
の
日
本
人

に
と
っ
て
、
虎
は
む
し
ろ
、
大
き
な
、
そ
し
て
凶
暴
な
、
恐
ろ
し
い

野
生
の
猫
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
い
わ
ば
そ

の
イ
メ
ー
ジ
を
反
転
さ
せ
た
の
が
「
手
飼
ひ
の
虎
」
と
い
う
表
現
で

あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
猫
は
鼠
を
よ
く
捕
る
益
獣

で
あ
る
と
同
時
に
、
天
皇
以
下
高
位
の
貴
族
た
ち
に
は
愛
玩
動
物
で

あ
り
、
か
つ
、
ど
ん
な
に
飼
い
な
ら
し
て
も
手
に
負
え
な
い
と
こ
ろ

の
あ
る
「
小
さ
な
虎
」
で
も
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

 
和
歌

藤
原
長
清
撰
『
夫
木
和
歌
抄
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
倉
時
代
後
期
（
一
四
世
紀
初
頭
）
成
立

―
―
―

①
ノ
ラ
猫
も
、
唐
猫
も

十
題
百
首

余よ

そ所
に
だ
に 

夜よ

床ど
こ

も
知
ら
ぬ 

の
ら
猫
の

　
　
　
　
　
　
　
　

な
く
音ね

は
た
れ
に 

契
り
お
き
け
ん

（
巻
第
二
七 

雑
部
九 

動
物
部「
猫
」 

一
三
〇
四
三
番
歌　

寂
蓮
法
師
）

寄
野
恋

真ま

葛く
ず
は
ら原 

し
た
は
ひ
歩あ
り

く 

の
ら
猫
の

　
　
　
　
　
　
　
　

な夏
毛
／
な
づ
け

つ
げ
か
た
き
は 

妹い
も

が
こ
こ
ろ
か

（
同 

一
三
〇
四
四
番
歌　

源　

仲
正
）

御
集

敷し
き
し
ま島
の 

大や
ま
と和
に
は
あ
ら
ぬ 

唐か
ら

猫
の

　
　
　
　
　
　
　
　

君き
み

が
た
め
に
ぞ 

求
め
出
で
た
る

（
同 

一
三
〇
四
五
番
歌　

花
山
院
御
製
）

此
御
歌
は
、三
条
の
太
皇
太
后
宮
よ
り
ね
こ
や
あ
る
と
あ
り
し
か
ば
、

人
の
も
と
な
り
し
が
を
か
し
げ
な
り
し
を
と
り
て
た
て
ま
つ
り
し
に
、

あ
ふ
ぎ
の
を
れ
を
ふ
だ
に
つ
く
り
て
く
び
に
つ
な
ぎ
て
あ
そ
ば
さ
れ
し

御
う
た
と
云
云
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＊
寂
蓮
法
師
…
平
安
末
期
～
鎌
倉
初
期
（
一
二
世
紀
後
半
）
の
僧
侶
・

歌
人
。
藤
原
俊
成
の
甥
で
、
俊
成
の
養
子
と
な
り
、
の
ち
に
出
家
し

て
寂
蓮
を
名
乗
っ
た
。「
十
題
百
首
」
は
建
久
二
年
（
一
一
九
一
）

藤
原
良
経
が
主
催
し
た
歌
会
で
、
良
経
・
慈
円
・
寂
蓮
・
定
家
が
集

い
、
四
人
で
天
・
地
・
居
処
・
草
・
木
・
鳥
・
獣
・
虫
・
神
祇
・
釈

教
、そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
十
首
の
歌
を
詠
む
と
い
う
歌
会
で
あ
っ
た
。

な
お
、
寂
蓮
の
歌
に
つ
い
て
、〈
復
刻
版
〉
校
註
『
國
歌
大
系
』
第

二
二
巻
「
夫
木
和
歌
抄
」
下
巻
（
講
談
社
、
一
九
七
六
・
一
〇
。
原

版
は
一
九
三
一
年
刊
行
）
は
、「
夜よ

床ど
こ

」
で
は
な
く
「
夜よ
ご
と毎
」
と
す
る
。

＊
源 

仲
正
…
平
安
後
期
（
一
一
世
紀
末
～
一
二
世
紀
ご
ろ
）
の
武
士
・

歌
人
。

＊
花
山
天
皇
…
平
安
中
期（
一
〇
世
紀
末
～
一
一
世
紀
初
）の
天
皇（
第

六
五
代
）。
六
三
代
冷
泉
天
皇
の
第
一
皇
子
。
次
代
の
天
皇
が
『
枕

草
子
』「
翁
ま
ろ
事
件
」
の
一
条
天
皇
で
あ
る
。
当
時
の
猫
人
気
が

う
か
が
わ
れ
る
資
料
で
も
あ
る
。

＊
三
条
の
太
皇
太
后
宮
…
第
六
一
代
朱
雀
天
皇
の
第
一
皇
女
、
昌
子
内

親
王
。
冷
泉
天
皇
の
中
宮
。

＊
『
夫ふ

ぼ
く木
和
歌
抄
』（『
夫
木
和
歌
集
』
と
も
）
は
鎌
倉
時
代
後
期
に
成

立
し
た
私
撰
和
歌
集
。
過
去
の
勅
撰
集
（『
万
葉
集
』
を
含
む
）
に

漏
れ
た
和
歌
を
収
集
・
採
録
。
そ
の
数
一
万
七
千
首
以
上
。
収
録
歌

人
の
数
は
お
よ
そ
一
千
人
に
及
ぶ
。
撰
者
は
遠と

お
と
う
み江（
今
の
静
岡
県
西

部
）
勝
間
田
城
の
城
主
藤
原
長
清
。
長
清
が
師
と
仰
い
だ
の
は
定
家

の
孫
冷
泉
為た

め
す
け相

（
父
は
定
家
三
男
藤
原
為
家
、母
は
『
十い

ざ
よ
い

六
夜
日
記
』

の
阿
仏
尼
）。
歌
集
じ
た
い
は
「
中
世
編
」
に
置
く
べ
き
だ
が
、
右

の
「
猫
」
歌
三
首
は
平
安
時
代
に
詠
ま
れ
た
も
の
と
し
て
「
古
代
文

学
編
」
に
収
載
す
る
。

②
猫
だ
ろ
う
が
虎
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
誰
の
「
手
飼
」
で
あ
っ
て
も
、
結

局
私
た
ち
の
思
う
よ
う
に
は
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
す･･･

人ひ
と
ご
こ
ろ心 

手
飼
ひ
の
虎
に 

あ
ら
ね
ど
も

　
　
　
　
　
　
　
　

馴
れ
し
も
な
ど
か 

疎う
と

く
な
る
ら
ん

（
巻
第
二
七 

雑
部
九 

動
物
部
「
虎
」 

一
二
九
一
八
番
歌　

土
御
門
院

御
製
）

あ
さ
ぢ
ふ
の 

小を

の野
の
篠
原 

い
か
な
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　

手
飼
ひ
の
虎
の 

ふ
し
ど
な
る
ら
ん

（
同 

一
二
九
二
五
番
歌　

読
人
知
ら
ず
）

＊
以
上
、『
夫
木
和
歌
抄
』
所
収
歌
の
本
文
と
通
し
番
号
は
『
新
編 

国

歌
大
観
』
第
二
巻
「
私
撰
集
編 

歌
集
」（
一
九
八
四
・
三
）
に
拠
る
。

な
お
、
通
読
の
便
を
考
慮
し
て
私
に
漢
字
を
あ
て
た
。

＊
ち
な
み
に
、
一
万
七
千
首
も
の
和
歌
を
収
録
し
て
い
る
『
夫
木
和
歌

抄
』
は
、
そ
の
巻
第
二
七
に
ネ
コ
の
歌
を
三
首
（「
手
飼
ひ
の
虎
」

を
含
め
る
と
五
首
）
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
ネ
ズ
ミ
は

八
首
、
ク
マ
も
八
首
、
イ
ノ
シ
シ
と
野
干
（
キ
ツ
ネ
）
は
一
二
首
、

ウ
シ
と
サ
ル
が
一
六
首
、ウ
マ
は
な
ん
と
四
六
首
も
詠
ま
れ
て
い
る
。
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■
ち
ょ
っ
と
寄
り
道 

―
勅
撰
集
に
詠
ま
れ
た
ネ
ズ
ミ
!?

―
―
―

お
し
あ
ゆ
（
押
し
鮎
）

は
し
た
か
の 

を
き
ゑ
（
置
き
餌
）
に
せ
ん
と 

か
ま
へ
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　

お
し
あ
ゆ
か
す
な 

ね
ず
み
と
る
べ
く

（『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
七
「
物も

の
の
な名
」
四
一
〇
番
歌　

す
け
み
）

ね
ず
み
の
こ
と
（
琴
）
の
は
ら
（
腹
）
に
こ
（
子
）
を
う
み
た
る
を

年
を
へ
て 

君
を
の
み
こ
そ 
ね
ず
み
（
寝
住
み
）
つ
れ

　
　
　
　

こ
と
は
ら
（
異
腹
）
に
や
は 

こ
（
子
）
を
ば
う
む
べ
き

（
同 

四
二
一
番
歌　

す
け
み
）

＊
『
拾
遺
和
歌
集
』
は
『
古
今
和
歌
集
』『
後
撰
和
歌
集
』
に
次
ぐ
第

三
勅
撰
集
。
花
山
天
皇
親
撰
と
も
伝
え
ら
れ
る
。
一
条
天
皇
の
御
代
、

寛
弘
三
年
（
一
〇
〇
六
）
ご
ろ
の
成
立
か
。

＊
し
か
し
、
ネ
ズ
ミ
で
す
ら
勅
撰
集
に
詠
ま
れ
て
い
る
と
い
う
の
に
、

ネ
コ
は『
古
今
和
歌
集
』か
ら
南
北
朝
期
に
成
立
し
た
准
勅
撰
集『
新

葉
和
歌
集
』
を
含
む
二
二
種
の
勅
撰
集
の
ど
こ
に
も
登
場
し
な
い
。

久
保
田
淳
・
馬
場
あ
き
子
編
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』（
角
川
書
店
、

一
九
九
九
・
五
）
に
よ
れ
ば
、「
特
に
王
朝
か
ら
中
世
に
お
い
て
は
和

歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が
少
な
く
、
む
し
ろ
、
狂
歌
、
俳
句
に
詠
ま
れ

る
こ
と
が
多
い
素
材
で
あ
る
。（
中
略
）
和
歌
よ
り
も
貴
族
生
活
の

中
に
印
象
的
な
場
面
が
多
い
。」（「
猫
」
執
筆
高
田
祐
介
）
と
す
る
。
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吾
輩
も
猫
で
あ
る

ー
日
本
文
学
史
の
中
の
ネ
コ
た
ち
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　【
中
世
文
学
編
】

史
書

『
吾
妻
鏡
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
倉
時
代
末
期（
一
三
世
紀
末
～
一
四
世
紀
初
頭
）

―
―
―

○
銀
で
で
き
た
ネ
コ
、
ほ
し
け
れ
ば
あ
げ
る
よ

十
六
日
庚こ

う
い
ん寅
。
午
剋
。
西
行
上
人
退
出
。
頻
雖
抑
留
。
敢
不
拘
之
。
二に

品ほ
ん

以
銀
作
猫
。
被
宛
贈
物
。
上
人
乍
拝
領
之
。
於
門
外
与
放
遊
嬰
児
云
々
。

（
以
下
略
）

（
文
治
二
年
〈
一
一
八
六
〉
八
月
十
六
日
の
条
）

【
大
意
】

文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
八
月
十
六
日
、
庚か

の
え
と
ら寅の
日
。
午
の
刻
（
昼
ご

ろ
）、
西
行
上
人
が
退
出
し
た
。
人
々
は
も
う
し
ば
ら
く
、
と
し
き
り
に

引
き
留
め
た
が
、
上
人
は
あ
っ
さ
り
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
時
、
頼
朝

は
銀

し
ろ
が
ね

作
り
の
猫
を
西
行
に
贈
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
上
人
は
こ
れ
を
拝
領
し

な
が
ら
、
こ
れ
ま
た
あ
っ
さ
り
門
の
外
で
遊
ん
で
い
た
子
ど
も
た
ち
に
与

え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

＊
「
二
品
」
は
官
位
二
位
の
こ
と
。
こ
こ
で
は
源
頼
朝
を
指
す
（
頼
朝

は
文
治
元
年
に
従
二
位
、
文
治
五
年
に
正
二
位
に
叙
さ
れ
て
い
る
）。

こ
の
時
、
西
行
は
重

ち
ょ
う
げ
ん源
上
人
の
意
を
体
し
て
奥
州
に
向
か
う
途
中
で

あ
っ
た
。
戦
火
に
焼
か
れ
た
東
大
寺
の
大
仏
再
建
費
用
（
砂
金
）
勧

進
の
た
め
で
あ
る
。な
お
奥
州
藤
原
氏
は
西
行
と
同
族
、親
類
で
あ
っ

た
。

＊
本
文
は
新
訂
増
補
〈
国
史
大
系
〉『
吾
妻
鏡
』
前
篇
（
吉
川
弘
文

館
、
新
装
版
二
〇
〇
〇
・
三
）
に
拠
る
。
ま
た
、
本
文
の
訓
読

は
貴
志
正
造
訳
注
『
全
訳
吾
妻
鏡
』
第
一
巻
（
新
人
物
往
来
社
、

一
九
七
六
・
一
〇
）
を
参
考
に
し
た
。

 説
話
集

『
宇
治
拾
遺
物
語
』

　
　

院
政
期
末
～
鎌
倉
時
代
前
半
（
一
二
世
紀
後
半
～
一
三
世
紀
前
半
）

―
―
―

○
ニ
ャ
ん
ニ
ャ
の
コ
レ
は
？　

も
し
か
し
て
、
ニ
ャ
に
か
の
暗
号
？

今
は
昔
、
小
野
篁
と
い
ふ
人
お
は
し
け
り
。
嵯
峨
帝
の
御
時
に
、
内
裏

に
札
を
立
て
た
り
け
る
に
、「
無
悪
善
」
と
書
き
た
り
け
り
。
帝
、篁
に
「
読

め
」
と
仰
せ
ら
れ
た
り
け
れ
ば
、「
読
み
は
読
み
候さ

ぶ
ら
ひ
な
ん
。
さ
れ
ど
恐

れ
に
て
候
へ
ば
、
え
申
し
候
は
じ
」
と
奏
し
け
れ
ば
、「
た
だ
申
せ
」
と

た
び
た
び
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、「
さ
が
な
く
て
よ
か
ら
ん
と
申
し
て
候
ふ

ぞ
。
さ
れ
ば
君
を
呪
ひ
参
ら
せ
て
候
ふ
な
り
」
と
申
し
け
れ
ば
、「
お
の

れ
放
ち
て
は
誰た

れ

か
書
か
ん
」
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、「
さ
れ
ば
こ
そ
、
申
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し
候
は
じ
と
は
申
し
て
候
ひ
つ
れ
」
と
申
す
に
、
御
門
、「
さ
て
何
も
書

き
た
ら
ん
物
は
読
み
て
ん
や
」
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、「
何
に
て
も
読
み

候
ひ
な
ん
」
と
申
し
け
れ
ば
、
片
仮
名
の
子ね

文
字
を
十
二
書
か
せ
て
給
ひ

て
、「
読
め
」
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、「
ね
こ
の
子
の
こ
ね
こ
、
し
し
の
子

の
こ
じ
し
」
と
読
み
た
り
け
れ
ば
、
御
門
ほ
ほ
ゑ
ま
せ
給
ひ
て
、
事
な
く

て
や
み
に
け
り
。

（
巻
第
三
の
一
七
）

＊
『
宇
治
拾
遺
』
に
多
い
の
は
馬
、
蛇
、
犬
、
狐
。
ま
れ
に
猿
、
猪
、

蛙
、
雀
、
牛
、
ム
サ
サ
ビ
、
あ
る
い
は
鯰
。
ま
た
異
国
の
話
と
し
て

虎
、
羊
な
ど
も
登
場
す
る
が
、
実
際
に
猫
が
出
て
く
る
話
は
一
話
も

な
い
。
ち
な
み
に
、巻
第
一
二
の
一
九「
宗む

ね
ゆ
き行
が
郎
等
、虎
を
射
る
事
」

で
は
、
新
羅
の
話
と
し
て
「
虎
は
ま
づ
人
を
食
は
ん
と
て
は
、
猫
の

鼠
を
窺
ふ
や
う
に
ひ
れ
伏
し
て
、
し
ば
し
ば
か
り
あ
り
て
、
大
口
を

あ
き
て
飛
び
か
か
り
、
頭
を
食
ひ
て
肩
に
う
ち
掛
け
て
走
り
去
る
と

い
ふ
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
も
や
は
り
言
葉
だ
け
で
あ
る
。

 説
話
集

橘
成
季
『
古
今
著
聞
集
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
倉
時
代
、
建
長
六
年
（
一
二
五
四
）
成
立

―
―
―

①
う
つ
く
し
き
唐
猫　

元
祖
「
キ
ャ
ッ
ツ
・
ア
イ
」
？

観
教
法
印
が
嵯
峨
の
山
庄
に
、
う
つ
く
し
き
唐
猫
の
い
づ
く
よ
り
と
も

な
く
出
で
来
た
り
け
る
を
、
と
ら
へ
て
飼
ひ
け
る
ほ
ど
に
、
件く

だ
んの
猫
、
玉

を
お
も
し
ろ
く
取
り
け
れ
ば
（
猫
が
上
手
に
お
手
玉
で
遊
ぶ
の
で
）、
法

印
愛
し
て
と
ら
せ
け
る
に
、
秘
蔵
の
護
り
刀
を
取
り
出
で
て
玉
に
取
ら
せ

け
る
に
、
件く

だ
んの
刀
を
く
は
へ
て
、
猫
や
が
て
逃
げ
走
り
け
る
を
、
人
々
追

ひ
て
捕
ら
へ
ん
と
し
け
れ
ど
も
か
な
は
ず
、
行
く
か
た
を
知
ら
ず
、
失
せ

に
け
り
。
こ
の
猫
、
も
し
魔
の
変へ

ん
げ化
し
て
、
護
り
を
取
り
て
後
、
は
ば
か

る
と
こ
ろ
な
く
犯
し
て
侍
る
に
や
。
お
そ
ろ
し
き
事
な
り
。

（
巻
第
一
七 

「
変
化
」
第
二
七 

第
六
〇
九
話
「
観
教
法
印
が
嵯
峨
山
庄

に
飼
は
れ
た
る
唐
猫
、
変
化
の
事
」）

＊
観
教
法
印
…
御ご

が
ん
じ

願
寺
僧
正
（
九
三
四
～
一
〇
一
二
年
）。
俗
名
源

信の
ぶ

輔す
け

。
三
条
天
皇
（
冷
泉
天
皇
の
第
二
皇
子
、
在
位
一
〇
一
一
～

一
〇
一
六
年
）
が
東
宮
だ
っ
た
頃
か
ら
の
護
持
僧
（
天
皇
の
た
め
に

加
持
祈
祷
を
行
う
僧
侶
）。

②
か
ら
だ
が
光
る
ネ
コ

保ほ
う
え
ん延
の
比こ
ろ

（
保
延
年
間
は
一
一
三
五
～
四
一
年
、
崇
徳
天
皇
の
治
世
）、

宰
相
の
中
将
な
り
け
る
人
（
参
議
＝
宰
相
で
近
衛
中
将
を
兼
務
す
る
人
）

の
乳
母
、
猫
を
飼
ひ
た
り
。
そ
の
猫
た
か
さ
一
尺
、
力
の
つ
よ
く
て
綱
を

き
り
け
れ
ば
、
つ
な
ぐ
こ
と
も
な
く
て
、
は
な
ち
飼
ひ
け
り
。
十
歳
に
あ

ま
り
け
る
時
、
夜
に
入
り
て
見
け
れ
ば
、
せ
な
か
に
光
あ
り
。
か
の
乳
母
、

つ
ね
に
こ
の
猫
に
向
ひ
て
、「
汝
死
な
ん
時
、
わ
れ
に
見
ゆ
べ
か
ら
ず
」

と
教
へ
け
る
は
、
い
か
な
る
ゆ
ゑ
に
か
、
お
ぼ
つ
か
な
き
事
な
り
。
十
七

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
六
号
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に
な
り
け
る
年
、
行
方
を
知
ら
ず
失
せ
に
け
り
。

（
巻
第
二
〇 

「
魚
虫
禽
獣
」
第
三
〇 

第
六
八
六
話
「
宰
相
中
将
の
乳
母

が
飼
ひ
猫
の
事
」）

③
わ
た
く
し
、
ネ
ズ
ミ
は
食
べ
ま
せ
ん
の
よ
。
ホ
ホ
ホ
ホ
ホ
…

或
る
貴
所
に
、
し
ろ
ね
と
い
ふ
猫
を
飼
は
せ
給
ひ
け
る
。
そ
の
猫
、
鼠
・

雀
な
ど
を
と
り
け
れ
ど
も
、
あ
へ
て
食
は
ざ
り
け
り
。
人
の
前ま

へ

に
て
放は
な

ち

け
る
、
不
思
議
な
る
猫
な
り
。

（
巻
第
二
〇 

「
魚
虫
禽
獣
」
第
三
〇 
第
六
八
七
話
「
或
る
貴
所
の
飼
ひ

猫
、
鼠
雀
等
を
取
る
も
食
は
ざ
る
の
事
」）

＊
「
し
ろ
ね
」
と
は
白
猫
（
し
ろ
ね
こ
）
の
こ
と
か
？　

名
前
か
ら
し

て
い
か
に
も
上
品
そ
う
な
ネ
コ
で
あ
る
。
ま
た
「
貴
所
」
で
飼
わ
れ

て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、「
し
ろ
ね
」
が
エ
サ
に
困
っ

て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。
動
物
行
動
学
的
に
い
う
と
、「
し
ろ
ね
」

の
よ
う
な
行
動
は
、
狩
り
の
成
果
を
見
せ
び
ら
か
し
て
い
る
の
で
は

な
く
、
親
が
子
に
エ
サ
を
持
ち
帰
っ
て
食
べ
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
と

同
じ
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

軍
記
物
語

『
平
家
物
語
』

　
　
　
　
　
　

鎌
倉
時
代
（
一
三
世
紀
中
ご
ろ
～
一
四
世
紀
初
頭
）
成
立

―
―
―

○
そ
り
ゃ
あ
、私
は
「
猫
」
で
す
け
ど
ね
（
だ
か
ら
っ
て
、ナ
メ
ん
な
よ
！
）

平
家
一
門
を
打
ち
破
っ
て
上
洛
し
た
木
曽
義
仲
は
、
後
白
河
法
皇
か
ら

左さ
ま
の
か
み

馬
頭
の
位
と
「
朝
日
将
軍
」
の
称
を
与
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
二
歳
か
ら

三
十
に
な
る
ま
で
木
曽
で
暮
し
て
い
た
義
仲
は
礼
儀
も
知
ら
ず
、
都
の
風

を
も
知
ら
ず
、
何
か
に
つ
け
て
傍
若
無
人
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
…

あ
る
と
き
猫
間
中
納
言
光
隆
卿
と
い
ふ
人
、
木
曽
に
宣の

た
まひ
あ
は
す
べ
き

事
あ
ツ
て
お
は
し
た
り
け
り
。
郎
等
ど
も
、「
猫
間
殿
の
見
参
に
い
り
、

申
す
べ
き
事
あ
り
と
て
、
い
ら
せ
給
ひ
て
候
」
と
申
し
け
れ
ば
、
木
曽
大

き
に
わ
ら
ツ
て
、「
猫
は
人
に
げ
ん
ざ
う
（
見
参
）
す
る
か
」。「
こ
れ
は

猫
間
の
中
納
言
と
申
す
公
卿
で
わ
た
ら
せ
給
ふ
。（
猫
間
と
い
う
の
は
）

御ご

宿
所
の
名
（
京
都
七
条
坊
城
壬
生
近
辺
）
と
お
ぼ
え
候
」
と
申
し
け
れ

ば
、木
曽
「
さ
ら
ば
」
と
て
対
面
す
。
な
ほ
も
猫
間
殿
と
は
え
い
は
で
、「
猫

殿
の
ま
れ
ま
れ
わ
い
た
る
（
お
は
す
＝
わ
す
＝
来
る
）
に
物
よ
そ
へ
（
食

事
を
用
意
せ
よ
）」
と
ぞ
宣
ひ
け
る
。（
中
略
）
飯は

ん

う
づ
た
か
く
よ
そ
ひ
、

御ご
さ
い菜
三
種
し
て
、平
茸
の
汁
で
参
ら
せ
た
り
。（
中
略
）猫
間
殿
は
合が
ふ
し子（
ふ

た
の
つ
い
た
椀
）
の
い
ぶ
せ
さ
に
（
見
苦
し
い
の
で
）
召
さ
ざ
り
け
れ
ば
、

「
そ
れ
は
義
仲
が
精
進
合
子
ぞ
」。
中
納
言
召
さ
で
も
さ
す
が
あ
し
か
る
べ

け
れ
ば
、
箸
と
ツ
て
召
す
よ
し
し
け
り
（
食
べ
る
ふ
り
を
し
た
）。
木
曽
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こ
れ
を
見
て「
猫
殿
は
小せ
う
じ
き食
に
お
は
し
け
る
や
。
き
こ
ゆ
る
猫
お
ろ
し（
猫

が
食
べ
物
を
残
す
こ
と
）し
給
ひ
た
り
。
か
い
給
へ（
か
き
こ
み
な
さ
れ
）」

と
ぞ
せ
め
た
り
け
る
。
中
納
言
か
や
う
の
事
に
興
さ
め
て
、
宣
ひ
あ
は
す

べ
き
こ
と
も
一い

ち
ご
ん言
も
い
だ
さ
ず
、
や
が
て
い
そ
ぎ
帰
ら
れ
け
り
。

（
巻
第
八
「
猫
間
」）

 日
記

藤
原
定
家
『
明
月
記
』

　
　
　
　
　

平
安
末
期
～
鎌
倉
時
代（
一
二
世
紀
後
半
～
一
三
世
紀
前
半
）

―
―
―

①
う
ち
の
猫
、
野
良
犬
に
か
み
殺
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
て
…
、
正
直
ツ
ラ

イ
で
す
。

四
日
、
陰
晴
雨う

し
や
／
う
さ
い
灑
、
天
明
（
明
け
方
）
退
出
の
間
、
去
々
年
よ
り
養
ふ

と
こ
ろ
の
猫
、
放
犬
の
た
め
に
噉た

ん

殺
せ
ら
れ
、
曙
の
後
（
そ
の
犬
を
）
放

出
す
る
と
云
々
。
年
来
、
予
、
更
に
猫
を
飼
は
ず
。
女
房
、
こ
の
猫
を
儲

け
て
後
、
日
夜
こ
れ
を
養
育
す
。
悲
慟
（
な
げ
き
か
な
し
み
）
の
思
ひ
、

人
倫
に
異
な
ら
ず
。
鶴
を
軒け

ん

（
大
夫
の
乗
る
車
）
に
乗
せ
、
犬
に
綬じ
ゅ

（
勲

章
）
を
帯
す
を
耻
づ
、
と
い
へ
ど
も
、（
こ
の
猫
は
）
三
年
以
来
、
掌
上
・

衣え

り裏
に
在
り
。
他
の
猫
、
時
々
啼
き
叫
ぶ
こ
と
あ
り
（
と
い
え
ど
も
）
こ

の
猫
は
そ
の
事
な
し
。
荒
屋
の
四
壁
全
か
ら
ず
、
隣
家
と
は
そ
の
隔
て
無

き
が
如
し
。
放
犬
多
く
し
て
致
す
と
こ
ろ
か
。

（
承
元
元
年
〈
一
二
〇
七
〉
七
月
四
日
の
条
）

【
大
意
】

七
月
四
日
、
晴
れ
た
り
曇
っ
た
り
、
雨
も
パ
ラ
つ
く
は
っ
き
り
し
な
い

天
気
だ
っ
た
。
そ
の
日
の
明
け
方
、
私
が
務
め
か
ら
戻
る
と
、
一
昨
年
か

ら
飼
っ
て
い
た
猫
が
野
良
犬
に
か
み
殺
さ
れ
た
と
い
う
。
私
は
そ
れ
ま
で

猫
を
飼
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
妻
が
こ
の
猫
を
飼
い
始
め
て
か
ら
と

い
う
も
の
、
日
夜
養
育
し
、
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
。
い
ま
、
猫
を
失
っ
た

嘆
き
悲
し
み
は
、
親
し
い
人
を
失
っ
た
悲
し
み
と
全
く
変
わ
ら
な
い
も
の

で
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
。
世
の
中
で
は
動
物
を
人
と
同
じ
よ
う
に
遇
す

る
こ
と
を
愚
か
な
こ
と
、
恥
ず
べ
き
こ
と
と
戒
め
る
風
が
あ
る
が
、
我
が

家
の
猫
は
、
三
年
来
、
私
た
ち
の
掌

た
な
ご
こ
ろの
上
に
あ
り
、
ま
た
衣
の
内
に
入
れ

て
大
切
に
育
ん
で
き
た
。
よ
そ
の
猫
は
時
々
騒
々
し
く
鳴
き
わ
め
く
よ
う

な
こ
と
も
あ
っ
た
が
、う
ち
の
猫
は
決
し
て
そ
う
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。

残
念
な
の
は
、
我
が
家
の
作
り
が
粗
末
で
、
四
方
の
壁
も
し
っ
か
り
し
て

い
な
か
っ
た
こ
と
だ
。
隣
の
家
と
の
境
や
隔
て
も
、あ
っ
て
な
き
が
如
し
。

だ
か
ら
、
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
か
…
。

＊『
明
月
記
』は
治
承
四
年（
一
一
八
〇
）か
ら
嘉
禎
元
年（
一
二
三
五
）

ま
で
、
五
六
年
間
に
わ
た
る
藤
原
定
家
の
日
記
で
あ
る
（
原
漢

文
）。
右
本
文
は
限
定
版
『
明
月
記
』
第
三
（
国
書
刊
行
会
、

一
九
六
九
・
九
）
に
拠
る
。
本
稿
で
は
、
今
川
文
雄
『
訓
読
明
月
記
』

全
六
巻
（
河
出
書
房
、
一
九
七
七
～
七
九
）
を
参
考
に
し
つ
つ
、
私

に
訓
読
を
試
み
た
。
以
下
同
じ
。
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②
野
獣
「
猫
ま
た
」
出
現
！　

死
傷
者
多
数
! !

二
日
甲き

の
え

戌い
ぬ

。
終
日
陰か
げ

る
。
西
北
の
方
、
雨
降
る
と
云
々
。
こ
の
辺
は
然

ら
ず
。
夜
前
南み

な
み
の
き
ょ
う
京
の
方
よ
り
使
者
小こ
わ
ら
は童
来
た
り
て
云
ふ
。
当
時
（
現
在
の

意
）南
都
に
猫
胯
と
云
ふ
獣
出し

ゅ
っ
た
い
来
。
一
夜
に
七
八
人
を
噉く

ふ
。
死
者
多
し
。

或
は
ま
た
件く

だ
んの
獣
を
打
ち
殺
す
。
目
は
猫
の
如
く
、
そ
の
体
、
犬
の
長
さ

の
如
し
と
云
々
。
二
条
院
の
御
時
（
在
位
一
一
五
八
～
一
一
六
五
年
）、

京
中
に
こ
の
鬼
来
た
る
由
。
雑ぞ

う
に
ん人
ま
た
猫
胯
の
病
と
称
し
、
諸
人
病
悩
の

由
、（
定
家
自
身
が
）
少
年
の
時
、人
こ
れ
を
語
る
。
も
し
京
中
に
及
ば
ば
、

極
め
て
怖
る
べ
き
こ
と
か
。（

天
福
元
年
〈
一
二
三
三
〉
八
月
二
日
の
条
）

＊
定
家
は
こ
こ
で
二
条
院
時
代
に
起
き
た
猫
股
騒
動
に
つ
い
て
も
記
し

て
い
る
が
、
藤
原
通
憲
（
信
西
）
が
編
纂
し
た
史
書
『
本
朝
世
紀
』

第
三
八
、
久
安
六
年
（
一
一
五
〇
）
の
記
事
に
、
近
江
国
と
美
濃
国

の
山
中
に
「
奇
獣
」
が
出
現
し
、
子
ど
も
た
ち
を
襲
っ
た
。
土
地
の

者
た
ち
は
そ
の
「
奇
獣
」
の
こ
と
を
「
猫
」
と
呼
ん
だ
、
と
あ
る
。

定
家
が
「
少
年
の
時
」
聞
い
た
と
い
う
の
は
、あ
る
い
は
こ
の
話
か
。

＊
『
明
月
記
』
の
記
事
は
「
猫
ま
た
」
に
関
す
る
最
古
の
記
録
。
絵
空

事
で
も
作
り
話
で
も
な
く
、
定
家
自
身
が
実
際
に
人
か
ら
聞
い
た
話

で
あ
り
、
事
実
と
し
て
こ
れ
を
記
録
し
て
い
る
点
が
貴
重
で
あ
る
。

 

日
記
・
回
想
録

健
御
前
『
た
ま
き
は
る
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
倉
時
代
初
期（
一
三
世
紀
初
頭
）

―
―
―

〇
う
ち
の
姫
様
が
お
美
し
い
唐
猫
に
な
っ
た
夢
を
見
ま
し
た
…
。
嗚
呼
…

ま
た
大
女
院
（
八
条
院
）
の
御お

ん
い
ろ色
着
た
る
こ
ろ
、
八
条
殿
に
て
、
人

〳
〵
の
経
読
ま
せ
給
ふ
に
交
じ
り
て
、（
春
華
門
院
の
も
と
へ
）
久
し
く

参
ら
ぬ
こ
ろ
、（
春
華
門
院
が
）
幼
く
お
は
し
ま
し
し
を
、
抱い

だ

き
ま
い
ら

せ
て
い
た
る
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
唐
猫
の
う
つ
く
し
げ
な
る
に
て
を
は
し
ま

し
け
る
（
そ
ん
な
夢
を
見
た
）、「
あ
な
あ
さ
ま
し
。
い
か
な
る
事
ぞ
」
と

思
ひ
て
、
う
ち
お
ど
ろ
き
た
り
し
に
、
心
騒
ぎ
て
、
心
の
及
ぶ
程
、
方か

た

〳
〵
に
御
祈
り
せ
さ
せ
、
又
さ
ぶ
ら
ひ
合
は
る
ゝ
人
〳
〵
に
も
、
御
祈
り

の
事
を
の
み
申
し
や
り
し
か
ど
、
人
は
さ
し
も
思
ひ
合
は
れ
ず
、（
春
華

門
院
が
順
徳
天
皇
の
大
嘗
会
の
）
御
祓
へ
の
行
幸
の
御
桟
敷
を
の
み
、
出

で
立
ち
合
は
れ
た
り
し
に
、
か
ゝ
る
尼
の
身
に
、
申
し
出
づ
べ
く
も
な
か

り
し
事
を
、
例
の
身
の
上
か
へ
り
み
ぬ
心
の
癖
に
、
二
位
殿
（
藤
原
兼
子
）

に
参
り
て
、
思
ひ
し
事
ど
も
を
申
し
た
り
し
に
、
そ
の
御
幸
の
と
ま
り
に

し
を
、
限
り
な
く
う
れ
し
と
思
ふ
か
ひ
も
な
く
、
例
な
ら
ぬ
御
事
さ
へ
出

で
来
ぬ
。

（
遺
文
）

＊
作
者
健け

ん

御
前
は
藤
原
俊
成
の
娘
で
、
藤
原
定
家
に
は
五
歳
年
長
の
同

母
姉
。
保
元
二
年
（
一
一
五
七
）
生
れ
。
建
保
七
年
（
一
二
一
九
）
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ご
ろ
に
亡
く
な
っ
た
と
推
定
。
一
二
歳
で
建
春
門
院
（
平
滋
子
。
清

盛
の
正
室
時
子
の
異
母
妹
。
後
白
河
院
の
妃
と
な
り
、
高
倉
天
皇
を

産
み
国
母
と
な
る
）
に
仕
え
、「
建
春
門
院
中
納
言
」
と
呼
ば
れ
た
。

建
春
門
院
が
若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
後
は
、
お
よ
そ
三
〇
年
も
の
長

き
に
わ
た
っ
て
八
条
院（
鳥
羽
院
の
皇
女
。崇
徳
・
後
白
河
の
異
母
妹
。

近
衛
天
皇
の
同
母
姉
）
に
仕
え
、「
八
条
院
中
納
言
」
と
称
さ
れ
た
。

＊
本
作
は
鎌
倉
時
代
初
期
、
当
時
六
三
歳
の
健
御
前
が
往
時
の
平
安
朝

を
振
り
返
っ
て
筆
録
し
た
回
想
録
で
あ
る
。
題
名
は
冒
頭
の
和
歌
か

ら
付
け
ら
れ
た
通
称
で
原
題
は
な
い（「
た
ま
き
は
る
」は「
い
の
ち
」

に
係
る
枕
詞
）。
内
容
的
に
は
健
御
前
自
身
が
生
前
に
ま
と
め
た
本

編
（
第
一
部
）
と
、
健
御
前
没
後
、
書
き
捨
て
て
あ
っ
た
も
の
を
定

家
が
編
纂
し
た
遺
文
（
第
二
部
）
か
ら
な
る
。
本
編
奥
書
に
よ
れ
ば

成
立
（
清
書
終
了
）
は
建
保
七
年
（
一
二
一
九
）
三
月
三
日
、
遺
文

の
成
立
は
貞
応
元
年
（
一
二
二
二
）
ご
ろ
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

＊
右
の
唐
猫
の
記
事
は
建
暦
元
年
（
一
二
一
一
）
の
出
来
事
。
話
題
に

な
っ
て
い
る
春
華
門
院
は
後
鳥
羽
院
の
皇
女
（
昇
子
内
親
王
）
で
、

八
条
院
の
猶
子
と
し
て
育
て
ら
れ
、
後
に
異
母
弟
順
徳
天
皇
の
准
母

と
な
っ
た
。
そ
の
養
育
の
任
に
あ
た
っ
た
の
が
健
御
前
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
春
華
門
院
は
、
建
暦
元
年
六
月
、
八
条
院
が
七
五
歳
で
亡
く

な
っ
た
後
、
病
に
伏
せ
る
よ
う
に
な
り
、
同
年
十
一
月
に
は
こ
の
世

を
去
っ
て
し
ま
う
。
健
御
前
、
当
時
五
五
歳
。
春
華
門
院
、
わ
ず
か

一
七
歳
。遺
文
冒
頭
部
は
早
世
し
た
春
華
門
院
追
慕
の
記
事
で
あ
り
、

健
御
前
は
幼
い
頃
か
ら
お
世
話
し
て
き
た
春
華
門
院
の
不
調
を
夢
で

察
知
し
た
、
そ
の
予
兆
が
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
書
き
綴
っ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
唐
猫
の
夢
は
吉
兆
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

＊
本
文
は
三
角
洋
一
校
注〈
新
日
本
古
典
文
学
大
系
〉『
と
は
ず
が
た
り
・

た
ま
き
は
る
』（
岩
波
書
店
）
に
拠
る
。
た
だ
し
、通
読
の
便
を
考
え
、

一
部
送
り
仮
名
を
補
っ
て
い
る
。

 随
筆

兼
好
法
師
『
徒
然
草
』

　
　
　
　
　

鎌
倉
時
代
末
期
～
南
北
朝
時
代
（
一
四
世
紀
中
ご
ろ
）
成
立

―
―
―

○
「
猫
ま
た
」
か
と
思
っ
た
ら
…
、
な
ぁ
ん
だ
（
笑
）

「
奥
山
に
、
猫
ま
た
と
い
ふ
も
の
あ
り
て
、
人
を
食
ら
ふ
な
る
」
と
人

の
言
ひ
け
る
に
、「
山
な
ら
ね
ど
も
、
こ
れ
ら
に
も
、
猫
の
経へ

あ
が
り
て
、

猫
ま
た
に
成
り
て
、
人
と
る
事
は
あ
な
る
も
の
を
」
と
言
ふ
者
あ
り
け
る

を
、
何
阿
弥
陀
仏
と
か
や
、
連
歌
し
け
る
法
師
の
、
行
願
寺
の
辺ほ

と
りに
あ
り

け
る
が
聞
き
て
、
ひ
と
り
歩
か
ん
身
は
、
心
す
べ
き
こ
と
に
こ
そ
と
思
ひ

け
る
比こ

ろ

し
も
、
あ
る
所
に
て
夜
ふ
く
る
ま
で
連
歌
し
て
、
た
だ
ひ
と
り
帰

り
け
る
に
、
小
川
の
は
た
に
て
、
音
に
聞
き
し
猫
ま
た
、
あ
や
ま
た
ず
足

許
へ
ふ
と
寄
り
来
て
、
や
が
て
か
き
つ
く
ま
ま
に
、
頸く

び

の
ほ
ど
を
食
は
ん

と
す
。
肝
心
も
失
せ
て
、
防
が
ん
と
す
る
に
、
力
も
な
く
足
も
立
た
ず
、

小
川
へ
転
び
入
り
て
、「
助
け
よ
や
、
猫
ま
た
、
よ
や
よ
や
」
と
叫
べ
ば
、

家
々
よ
り
松
ど
も
と
も
し
て
走
り
寄
り
て
見
れ
ば
、
こ
の
わ
た
り
に
見
知

れ
る
僧
な
り
。「
こ
は
如
何
に
」と
て
、川
の
中
よ
り
抱い

だ

き
起
こ
し
た
れ
ば
、

連
歌
の
掛
物
取
り
て
、
扇
・
小
箱
な
ど
懐
に
持
ち
た
り
け
る
も
、
水
に
入
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り
ぬ
。
稀
有
に
し
て
助
か
り
た
る
さ
ま
に
て
、
は
ふ
は
ふ
家
に
入
り
に
け

り
。飼
ひ
た
る
犬
の
、暗
け
れ
ど
主
を
知
り
て
、飛
び
付
き
た
り
け
る
と
ぞ
。

（
第
八
九
段
）

狂
言

『
鶏
猫
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

室
町
時
代

―
―
―

○
う
ち
の
タ
マ
知
り
ま
せ
ん
か
？

あ
る
と
き
、
伊
予
の
国
の
大
名
河
野
某

な
に
が
し秘
蔵
の
猫
が
行
方
知
れ
ず
に

な
っ
た
。
河
野
は
太
郎
冠
者
に
命
じ
、「
猫
の
行
方
を
申
し
来
た
る
者
あ

ら
ば
、
勲
功
は
乞
ふ
に
よ
る
べ
し
」
と
書
い
た
高
札
を
立
て
さ
せ
る
。
す

る
と
一
人
の
少
年
が
訪
ね
て
く
る
。
聞
け
ば
、
藤
三
郎
と
い
う
男
が
猫
を

殺
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
激
怒
し
た
河
野
は
さ
っ
そ
く
太
郎
冠
者
に
藤

三
郎
召
し
取
り
を
命
じ
る
が
、
何
し
ろ
相
手
は
大
力
で
手
ご
わ
い
。
臆
病

な
太
郎
冠
者
は
、
次
郎
冠
者
、
三
郎
冠
者
ま
で
呼
び
出
し
、
三
人
が
か
り

で
藤
三
郎
を
捕
ら
え
る
こ
と
に
成
功
す
る
。

殿
様
の
前
に
引
き
出
さ
れ
た
藤
三
郎
は
、
当
初
、
知
ら
ぬ
存
ぜ
ぬ
で
押

し
通
そ
う
と
す
る
が
、
そ
こ
に
証
人
が
あ
ら
わ
れ
る
。
な
ん
と
、
藤
三
郎

を
訴
人
し
た
の
は
彼
自
身
の
子
ど
も
で
あ
っ
た
。
藤
三
郎
も
是
非
に
及
ば

ず
、
な
ぜ
猫
を
殺
し
た
の
か
白
状
す
る
。

「
何
を
隠
し
ま
せ
う
ぞ
、
私
も
秘
蔵
の
鶏

に
は
と
りを
飼
う
て
居
り
ま
し
た
が
、

こ
の
間
何い

づ
く処

か
ら
や
ら
猫
が
参
り
、
鶏
を
く
は
へ
て
逃
げ
ま
す
る
に
よ
っ

て
、
何
心
な
う
打
ち
殺
い
て
ご
ざ
る
。
見
ま
す
れ
ば
承
り
及
う
だ
御
秘
蔵

の
猫
で
ご
ざ
る
。
も
し
こ
の
こ
と
が
知
ら
れ
ま
し
た
な
ら
ば
お
咎
め
も
あ

ら
う
と
存
じ
、
深
く
隠
い
て
ご
ざ
る
。」

そ
れ
を
聞
い
た
河
野
は
、
藤
三
郎
を
猫
の
仇か

た
き、
と
一
討
ち
に
し
よ
う
と

す
る
。
す
る
と
今
度
は
、
藤
三
郎
の
子
が
「
こ
の
度
の
勲
功
に
、
親
の
命

を
助
け
て
下
さ
れ
い
」
と
訴
え
る
。
で
は
な
ぜ
親
を
訴
え
た
の
か
と
問
う

と
、
よ
そ
の
人
か
ら
訴
え
ら
れ
た
な
ら
親
子
は
も
ち
ろ
ん
一
門
の
罪
は
逃

れ
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
自
分
が
訴
人
し
て
、
褒
美
に
親
の
命
を
も
ら
い
受

け
よ
う
と
考
え
た
。
ど
う
か
親
の
命
を
助
け
て
下
さ
れ
と
い
う
。
河
野
は

親
孝
行
な
息
子
に
心
動
か
さ
れ
、
藤
三
郎
の
命
を
助
け
る
こ
と
に
す
る
。

さ
ら
に
、
子
に
は
褒
美
と
し
て
河
野
家
重
代
の
太
刀
ま
で
与
え
、
親
子
は

嬉
し
そ
う
に
帰
っ
て
い
く
。

＊
本
文
は
北
川
忠
彦
・
安
田
章
校
注
〈
日
本
古
典
文
学
全
集
〉『
狂
言
集
』

（
小
学
館
）
に
拠
る
。
な
お
、
本
作
は
〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
〉

『
狂
言
集
』（
小
学
館
）
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。

＊
右
の
あ
ら
す
じ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、「
鶏
猫
」
に
は
猫
は
登
場
し

な
い
。
狂
言
に
は
実
際
に
猿
（
靭
猿
）、
狐
（
釣
狐
）、
狸
（
狸
腹
鼓
）

の
登
場
す
る
演
目
は
あ
る
が
、
猫
の
登
場
す
る
話
は
な
い
。
筋
と
し

て
は
「
牛
盗
人
」
と
同
工
。
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 ■
ち
ょ
っ
と
寄
り
道 

―
中
世
文
学
の
な
か
の
犬
た
ち

―
―
―

①
一
人
の
女
と
五
人
の
男
、
み
ん
な
犬
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
…

信
州
の
あ
る
山
寺
に
飼
わ
れ
て
い
る
犬
が
五
匹
の
子
を
産
ん
だ
。
だ
が

母
犬
は
そ
の
う
ち
一
匹
の
仔
犬
だ
け
を
憎
ん
で
乳
を
呑
ま
せ
ず
、
歯
を
む

き
出
し
て
噛
み
つ
く
。
僧
た
ち
は
そ
ん
な
母
犬
を
憎
ん
だ
。
あ
る
時
僧
た

ち
は
一
斉
に
同
じ
夢
を
見
る
。
母
犬
の
前
世
は
遊
女
で
、
五
人
の
夫
が
い

た
。
四
人
は
情
け
深
い
人
た
ち
だ
っ
た
が
、
残
る
一
人
は
女
を
人
と
も
思

わ
ず
、
女
を
煩
わ
せ
、
困
ら
せ
る
ば
か
り
。
五
匹
の
仔
犬
た
ち
は
五
人
の

男
た
ち
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
、
女
（
母
犬
）
と
し
て
は
こ
の
よ
う
な
因
縁

が
あ
っ
て
、
か
の
男
（
子
犬
）
を
愛
お
し
い
と
思
う
こ
と
が
で
き
ず
、
つ

ら
く
当
た
っ
て
い
た
の
だ
と
い
う
。

（
無
住
『
沙
石
集
』
巻
第
九 

第
一
〇
話
「
前
業
の
報
ひ
た
る
事
」）

＊
無
住
（
一
二
二
七
～
一
三
一
二
）
は
鎌
倉
時
代
の
僧
侶
。『
沙
石
集
』

は
弘
安
二
年
（
一
二
七
九
）
に
起
筆
。
一
三
世
紀
後
半
～
一
四
世
紀

初
頭
に
成
立
し
た
仏
教
説
話
集
。

②
家
の
守
り
は
犬
に
お
ま
か
せ
！

養
ひ
飼
ふ
も
の
に
は
、
馬
・
牛
。
繋
ぎ
苦
し
む
る
こ
そ
い
た
ま
し
け
れ

ど
、
な
く
て
か
な
は
ぬ
も
の
な
れ
ば
、
い
か
が
は
せ
ん
。
犬
は
、
守
り
防

ぐ
つ
と
め
、
人
に
も
ま
さ
り
た
れ
ば
、
必
ず
あ
る
べ
し
。
さ
れ
ど
、
家
ご

と
に
あ
る
も
の
な
れ
ば
、
殊
更
に
求
め
飼
は
ず
と
も
あ
り
な
ん
。

そ
の
外
の
鳥
・
獣

け
だ
も
の、
す
べ
て
用
な
き
も
の
な
り
。
走
る
獣
は
檻
に
こ
め
、

鎖
を
さ
さ
れ
、
飛
ぶ
鳥
は
翅
を
切
り
、
籠こ

に
入
れ
ら
れ
て
雲
を
恋
ひ
、
野

山
を
思
ふ
愁
、
止
む
時
な
し
。
そ
の
思
ひ
、
我
が
身
に
あ
た
り
て
忍
び
が

た
く
は
、
心
あ
ら
ん
人
、
是
を
楽
し
ま
ん
や
。
生
を
苦
し
め
て
目
を
喜
ば

し
む
る
は
、桀
・
紂（
と
も
に
中
国
古
代
の
暴
君
）が
心
な
り
。
王
子
猷（
書

聖
王
義
之
の
子
、
書
家
で
風
流
人
）
が
鳥
を
愛
せ
し
、
林
に
楽
し
ぶ
を
見

て
、
逍
遥
の
友
と
し
き
。
捕
へ
苦
し
め
た
る
に
あ
ら
ず
。

凡
そ
、「
め
づ
ら
し
き
禽と

り

、あ
や
し
き
獣
、国
に
養
は
ず
」
と
こ
そ
、文
（
書

経
）
に
も
侍
る
な
れ
。

（『
徒
然
草
』
第
一
二
一
段
）

③
も
し
本
当
な
ら
、
相
当
残
酷
な
話
で
す
が
…

雅
房
大
納
言
（
鎌
倉
中
期
の
公
卿
、
土
御
門
源
雅
房
）
は
才
賢
く
、
よ

き
人
に
て
、
大
将
（
近
衛
大
将
）
に
も
な
さ
ば
や
と
お
ぼ
し
け
る
比こ

ろ

、
院

（
具
体
的
に
誰
で
あ
る
か
は
諸
説
あ
り
）
の
近
習
な
る
人
、「
た
だ
今
、
あ

さ
ま
し
き
事
を
見
侍
り
つ
」
と
申
さ
れ
け
れ
ば
、「
何
事
ぞ
」
と
問
は
せ

給
ひ
け
る
に
、「
雅
房
卿
、
鷹
に
飼
は
ん
と
て
、
生
き
た
る
犬
の
足
を
斬

り
侍
り
つ
る
を
、中な

か
が
き墻
の
穴
よ
り
見
侍
り
つ
」
と
申
さ
れ
け
る
に
、（
院
は
）

う
と
ま
し
く
、
憎
く
お
ぼ
し
め
し
て
、
日ひ

ご
ろ来
の
御み

気け

色し
き

も
た
が
ひ
、
昇
進

も
し
給
は
ざ
り
け
り
。
さ
ば
か
り
の
人
、
鷹
を
持
た
れ
た
り
け
る
は
思
は

ず
な
れ
ど
（
予
想
外
の
こ
と
）、
犬
の
足
は
あ
と
な
き
事
な
り
（
根
拠
の

な
い
こ
と
、
根
も
葉
も
な
い
こ
と
）。
虚そ

ら
ご
と言

は
不ふ

び
ん便

な
れ
ど
も
、
か
か
る
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事
を
聞
か
せ
給
ひ
て
、
憎
ま
せ
給
ひ
け
る
君
の
御み

心
は
、
い
と
尊
き
事
な

り
。お

ほ
か
た
、
生
け
る
も
の
を
殺
し
、
傷い

た

め
、
闘
は
し
め
て
遊
び
楽
し
ま

ん
人
は
、畜
生
残
害
（
互
い
に
傷
つ
け
あ
う
動
物
た
ち
）
の
類
な
り
。（
中

略
）
す
べ
て
、
一
切
の
有う

じ
ょ
う情
（
生
き
物
）
を
見
て
、
慈
悲
の
心
な
か
ら
ん

は
、
人
倫
に
あ
ら
ず
。

（『
徒
然
草
』
第
一
二
八
段
）

④
犬
は
人
の
役
に
立
つ
し
、
た
い
へ
ん
賢
い
の
で
す
が
…

小こ
た
か鷹
に
よ
き
犬
（
ハ
ヤ
ブ
サ
な
ど
小
型
の
鳥
で
行
う
鷹
狩
用
の
犬
）、

大
鷹
に
使
ひ
ぬ
れ
ば
、
小
鷹
に
わ
ろ
く
な
る
と
い
ふ
。
大
に
つ
き
小
を
捨

つ
る
理
、
誠
に
し
か
な
り
。
人に

ん
じ事
多
か
る
中
に
、
道
（
仏
道
）
を
楽
し
ぶ

よ
り
気
味
深
き
は
な
し
。
こ
れ
実ま

こ
と
の
大
事
な
り
。
一
た
び
道
を
聞
き
て
、

こ
れ
に
志
さ
ん
人
、
い
づ
れ
の
わ
ざ
か
す
た
れ
ざ
ら
ん
。
何
事
を
か
営
ま

ん
。
愚
か
な
る
人
と
い
ふ
と
も
、
賢
き
犬
の
心
に
お
と
ら
ん
や
。

（『
徒
然
草
』
第
一
七
四
段
）

⑤
犬
も
人
に
危
害
を
加
え
る
場
合
が
あ
り
ま
す

人
突
く
牛
を
ば
角
を
切
り
、人
食
ふ（
か
み
つ
く
）馬
を
ば
耳
を
切
り
て
、

そ
の
し
る
し
と
す
。
し
る
し
を
つ
け
ず
し
て
人
を
や
ぶ
ら
せ
ぬ
る
は
、
主ぬ

し

の
咎
な
り
。
人
食
ふ
犬
を
ば
養
ひ
飼
ふ
べ
か
ら
ず
。
こ
れ
皆
咎
あ
り
。
律

の
禁

い
ま
し
めな

り
。

（『
徒
然
草
』
第
一
八
三
段
）

⑥
つ
い
で
に
、
狐
の
場
合
は
？

狐
は
人
に
食
ひ
つ
く
も
の
な
り
。
堀
川
殿
（
兼
好
が
諸
太
夫
と
し
て
仕

え
た
源
具と

も
も
り守
家
）
に
て
、
舎
人
が
寝
た
る
足
を
狐
に
食
は
る
。
仁
和
寺
に

て
、
夜
、
本
寺
の
前
を
通
る
下し

も

法
師
に
、
狐
三
つ
飛
び
か
か
り
て
食
ひ
つ

き
け
れ
ば
、
刀
を
抜
き
て
こ
れ
を
ふ
せ
ぐ
間
、
狐
二
疋
を
突
く
。
一
つ
は

突
き
殺
し
ぬ
。
二
つ
は
逃
げ
ぬ
。
法
師
は
あ
ま
た
所
食
は
れ
な
が
ら
、
こ

と
ゆ
ゑ
な
か
り
け
り
。

（『
徒
然
草
』
第
二
一
八
段
）

⑦
修
行
の
足
り
な
い
狐
？

五
条
内
裏
に
は
、
妖ば

け
も
の物
あ
り
け
り
。
藤
大
納
言
殿
語
ら
れ
侍
り
し
は
、

殿
上
人
ど
も
黒
戸
に
て
碁
を
う
ち
け
る
に
、
御
簾
を
か
か
げ
て
見
る
も
の

あ
り
。「
誰
そ
」
と
見
向
き
た
れ
ば
、
狐
、
人
の
や
う
に
つ
い
居
て
、
さ

し
覗
き
た
る
を
、「
あ
れ
狐
よ
」
と
と
よ
ま
れ
て
、
惑
い
逃
げ
に
け
り
。

未
練
の
（
鍛
錬
の
足
り
な
い
未
熟
な
）
狐
、
化
け
損
じ
け
る
に
こ
そ
。

（『
徒
然
草
』
第
二
三
〇
段
）

＊
『
日
本
霊
異
記
』
や
『
今
昔
物
語
集
』
な
ど
仏
教
の
威
徳
を
説
き
広

め
る
た
め
に
編
ま
れ
た
説
話
集
は
、
鬼
神
の
存
在
や
人
の
転
生
譚
、

あ
る
い
は
道
成
寺
説
話
の
如
き
変
身
譚
、
は
た
ま
た
聖ひ

じ
りの

奇
跡
や
霊
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験
譚
等
々
、
現
実
離
れ
し
た
奇
談
の
類
を
多
数
収
録
し
て
い
る
が
、

『
徒
然
草
』
は
世
の
無
常
を
説
き
、
仏
道
を
学
ぶ
こ
と
（
学
問
）
を

勧
め
な
が
ら
、
不
思
議
と
そ
う
し
た
「
不
思
議
な
話
」
は
載
せ
て
い

な
い
。
猫
ま
た
と
い
い
、
狐
と
い
い
、
一
般
に
「
妖
」「
怪
」「
変
化
」

の
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
動
物
た
ち
だ
が
、
兼
好
は
そ

う
し
た
、
現
実
に
は
あ
り
え
な
い
空
想
や
奇
談
・
伝
説
の
類
は
一
顧

だ
に
せ
ず
、
む
し
ろ
事
実
に
立
脚
し
て
こ
れ
ら
を
記
述
・
記
録
す
る

現
実
主
義
的
な
姿
勢
を
貫
い
て
い
る
。
お
そ
ら
く
兼
好
に
と
っ
て
、

現
実
世
界
の
ほ
う
が
、
あ
る
い
は
現
実
に
生
き
て
い
る
人
間
た
ち
の

方
が
、
奇
妙
で
不
思
議
で
興
味
深
く
、
絶
好
の
観
察
・
考
察
の
対
象

だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 【
参
考
】

各
地
の
猫
ま
た
伝
承
＆
ネ
コ
が
妖
怪
視
さ
れ
る
理
由
に
つ
い
て

○
鈴
木
棠
三
『
日
本
俗
信
辞
典 

動･

植
物
編
』（
角
川
書
店
、

一
九
八
二
・
一
一
）
に
よ
れ
ば
、「
古
ネ
コ
は
化
け
る
と
い
わ
れ
る
が
、

そ
れ
は
、
人
を
化
か
す
（
津
軽
）、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
ネ
コ
を

長
い
間
飼
う
と
ネ
コ
マ
タ
（
妖
怪
）
に
な
る
（
香
川
）、
と
い
う
が
、

ど
の
程
度
が
古
ネ
コ
で
あ
る
か
は
、
所
に
よ
り
考
え
方
が
違
う
。
ネ
コ

は
三
年
飼
う
と
化
け
る（
三
重
県
阿
山
郡
）、三
年
飼
っ
た
ら
捨
て
ろ（
岩

手
県
和
賀
郡
）。
赤
ネ
コ
は
三
年
た
て
ば
踊
り
出
す
、
或
い
は
主
人
を

ね
ら
う
（
愛
媛
）。
一
貫
目
以
上
の
ネ
コ
は
化
け
る
（
高
知
）、
オ
ッ
ト

（
牡
）
ネ
コ
は
七
斤
の
重
さ
に
な
る
と
化
け
る
（
壱
岐
）、
三
貫
目
以
上

に
な
る
と
山
ネ
コ
に
な
る
（
宮
崎
）、
な
ど
い
う
。」

○
笹
間
良
彦
『
図
説
・
日
本
未
確
認
生
物
事
典
』（
柏
書
房
、

一
九
九
四
・
一
）
は
、
猫
が
妖
怪
視
さ
れ
る
要
因
と
し
て
、「
じ
っ
と
物

を
見
詰
め
る
習
癖
」「
近
寄
る
の
に
音
を
立
て
な
い
こ
と
」「
身
体
が
し

な
や
か
で
身
長
の
倍
、
時
に
は
五
倍
程
の
高
さ
に
飛
び
あ
が
っ
た
り
飛

び
降
り
た
り
す
る
こ
と
」「
鋭
い
爪
を
隠
し
て
い
て
必
要
の
時
に
は
武

器
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
」「
無
邪
気
で
愛
ら
し
い
と
思
わ
れ
る
反
面
、

獰
猛
で
敏
捷
で
あ
る
こ
と
」「
人
に
よ
く
馴
れ
る
が
自
我
が
強
く
、
人

の
強
制
に
中
々
応
じ
な
い
こ
と
」「
人
に
飼
わ
れ
て
い
る
と
い
う
意
識

が
な
く
、
人
と
対
等
と
思
っ
て
い
る
こ
と
」「
瞳
が
丸
く
な
っ
た
り
細

く
な
っ
た
り
し
て
夜
目
が
光
る
こ
と
」
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。

○
常
光
徹
『
学
校
の
怪
談

―
口
承
文
芸
の
展
開
と
諸
相
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

書
房
、
一
九
九
三
・
二
）
所
収
「『
猫
と
南
瓜
』
の
構
造
」
は
、
猫
に
つ

い
て
「
野
生
の
部
分
を
濃
厚
に
残
し
て
い
る
こ
の
動
物
は
、
い
と
も
か

ん
た
ん
に
日
常
世
界
を
抜
け
出
て
、闇
の
領
域
を
徘
徊
す
る
」
と
述
べ
、

人
間
に
従
順
な
家
畜
な
ど
と
は
異
な
る
「
両
義
性
を
帯
び
た
不
可
解
な

性
格
」
を
指
摘
し
て
い
る
。
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吾
輩
も
猫
で
あ
る

ー
日
本
文
学
史
の
中
の
ネ
コ
た
ち
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　【
古
辞
書
編
】

字
書

昌
住
『
新
撰
字
鏡
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
安
時
代
前
期
（
九
世
紀
末
～
一
〇
世
紀
）
成
立

―
―
―

〇
貓　
［
亡
交
反
平
冝
作
／
〓
犛
祢
古
］

（
天
治
本
『
新
撰
字
鏡
』
第
八
巻
「
犭
」
部
第
七
七
）

【
大
意
】

貓
（
猫
）
…
音
は
反
切
法
で
「
亡
交
（
ミ
ヤ
オ
）」。
日
本
で
い
う
ネ
コ

の
こ
と
。

〇
貍　
［
力
疑
反
猫
／
也
似
虎
少
］

（
天
治
本
『
新
撰
字
鏡
』
第
八
巻
「
犭
」
部
第
七
七
）

【
大
意
】

貍
（
狸
）
…
音
は
反
切
法
で
「
リ
」。
猫
の
こ
と
。
虎
に
似
て
い
る
が

小
さ
い
。

＊
［　

］
内
は
割
注
。
〓
は
判
読
困
難
箇
所
。
以
下
同
じ
。

＊
反
切
法
と
は
漢
字
二
字
で
発
音
を
あ
ら
わ
す
方
法
。た
と
え
ば
、「
貓
」

は
「
亡
」［m

iuang

］
の
子
音
と
「
交
」［jiāo

］
の
母
音
の
組
み
合

わ
せ
な
の
で
「
ミ
ヤ
オ
」
と
な
る
。

＊
画
像
（
影
印
資
料
）
は
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
編

『
天
治
本 
新
撰
字
鏡
（
増
訂
版
）』（
臨
川
書
店
、
一
九
六
七
・
一
二
）

に
拠
る
。
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本
草
書
（
薬
物
辞
典
）

深
根
輔
仁
『
本
草
和
名
』

　
　
　
　
　
　
　

平
安
時
代
前
期
（
一
〇
世
紀
初
頭
、
九
一
八
年
）
成
立

―
―
―

〇
家
狸　

一
名
猫　

和
名
祢
古
末（『

本
草
和
名
』
下
巻
「
獣
禽
六
十
九
種
」）

【
大
意
】

家
狸
…
猫
と
も
い
う
。
和
名
は
ネ
コ
マ
と
い
う
。

＊
右
の
よ
う
に
、『
本
草
和
名
』
が
「
家
狸
」
の
別
名
を
「
猫
、ね
こ
ま
」

と
記
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
後
述
の
『
類
聚
名
義
抄
』
が
「
貍
」

を
「
野
猫
」
と
説
明
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、平
安
時
代
は
「
猫
／
貓
」

は
家
猫
・
飼
い
猫
の
類
を
い
い
、「
貍
／
狸
」
は
野
良
猫
（
野
生
の
猫
・

野
生
化
し
た
猫
）の
こ
と
を
い
い
あ
ら
わ
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

＊
画
像
（
影
印
資
料
）
は
寛
政
八
年
刊
『
本
草
和
名
』（
国
立
国
会
図

書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
に
拠
る
。

辞
書

源
順
『
和
名
類
聚
抄
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
安
時
代
中
期
（
一
〇
世
紀
中
ご
ろ
）
成
立

―
―
―

〇
猫　

野
王
案
、
猫
［
音
苗
和
名
／
祢
古
万
］
似
虎
而
小
、
能
捕
鼠
、
為

粮

（『
和
名
類
聚
抄
』
巻
一
八
「
毛
群
部
」
第
二
九
「
毛
群
名
」）

【
大
意
】

猫
…
音
は
反
切
法
で
「
苗
（
ミ
ヤ
オ
）」。
和
名
は
ネ
コ
マ
。
虎
に
似
て

小
さ
く
、
鼠
を
捕
る
の
が
得
意
で
、
こ
れ
を
エ
サ
と
し
て
い
る
。

＊
「
野
王
」
は
梁
の
顧こ

野や

王わ
う

の
こ
と
。
中
国
南
北
朝
時
代
（
五
四
三
年
）

に
『
玉ご

く

篇
』（
部
首
別
の
漢
字
字
典
）
を
編
纂
し
た
。
野
王
自
身
が

自
分
の
考
え
を
記
す
時「
野
王
案
」と
書
く
。『
和
名
類
聚
抄
』は『
玉

篇
』
の
記
述
を
引
用
し
て
い
る
。

＊
画
像
（
影
印
資
料
）
は
元
和
三
年
古
活
字
版
『
倭
名
類
聚
抄
』

二
十
巻
本
（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
に
拠

る
。
ち
な
み
に
、
馬
渕
和
夫
編
『
古
写
本
和
名
類
聚
抄
集
成
』
第

一
部
「
諸
本
解
題
・
関
係
資
料
集
及
び
語
彙
総
集
」（
勉
誠
出
版
、

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
六
号

－54－



二
〇
〇
八
・
八
）
所
収
、
十
巻
本
『
和
名
類
聚
抄
』
巻
七
に
は
見
出

し
語
に
「
猫子

コ
マ」
と
あ
っ
て
、
野
王
案
猫
［
音
苗
祢
古
麻
］
似
虎
而
小

能
捕
鼠
為
粮
」
と
あ
る
。

 字
書

『
類
聚
名
義
抄
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
安
時
代
末
期
（
一
一
世
紀
末
）
成
立

―
―
―

〇
猫　
［
俗
通
貓
正
莫
交
／
子ね

コ　

カ
ラ
子ね

コ
］

〇
貓　
［
正
猫
俗
莫
交
反
／
子ね

コ　

音
苗
］

（
観
智
院
本
『
類
聚
名
義
抄
』「
仏
・
下
・
本
」
第
三
〇
「
犬
」
の
部
）

【
大
意
】

猫
…
「
猫
」
は
俗
字
で
、
正
し
く
は
「
貓
」
と
書
く
。
音
は
反
切
法
で

「
莫
交
（
マ
ウ
）」。
日
本
で
い
う
ネ
コ
の
こ
と
。
唐か

ら

猫ね
こ

。

（
観
智
院
本
『
類
聚
名
義
抄
』「
仏
・
下
・
末
」
第
三
三
「
豸ち

」
の
部
）

【
大
意
】

貓
（
猫
）
…
正
し
く
は
「
貓
」
と
書
く
。
俗
に
「
猫
」
と
も
。
音
は
「
莫

交
（
マ
ウ
）」。
ネ
コ
の
こ
と
。
音
は
苗
（
ミ
ヤ
オ
）。

〇
狸　
［
釐
厘　

タ
ヌ
キ
／
タ
ヽ
ケ
／
メ
コ
マ
／
イ
タ
チ
］

（
観
智
院
本
『
類
聚
名
義
抄
』「
仏
・
下
・
本
」
第
三
〇
「
犬
」
の
部
）

－55－

吾
輩
も
猫
で
あ
る　

─
日
本
文
学
史
の
中
の
ネ
コ
た
ち
（
そ
の
一
）



【
大
意
】

狸
…
音
は
反
切
法
で
「
釐
厘
（
リ
）」。
タ
ヌ
キ
の
こ
と
。
タ
タ
ケ
と
も

い
う
。
あ
る
い
は
メ
コ
マ
、
イ
タ
チ
の
こ
と
。

〇
貍　
［
狸　

正
タ
ヌ
キ
／
タ
ヽ
ケ
］

「
狸
」
が
立
項
さ
れ
て
い
る
。

＊
画
像
（
影
印
資
料
）
は
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
編
〈
新
天
理
図

書
館
善
本
叢
書
〉『
類
聚
名
義
抄 

観
智
院
本
』（
天
理
図
書
館
出
版
部
・

八
木
書
店
、
二
〇
一
八
・
四
）
に
拠
る
。

辞
書

橘
忠
兼
『
色
葉
字
類
抄
』
二
巻
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
安
時
代
末
期
（
一
二
世
紀
中
ご
ろ
）
成
立

―
―
―

ネ
コ

〇
猫　
［
捕
鼠
為
食
］

ヘ
ウ
／
ネ
コ
マ

（
観
智
院
本
『
類
聚
名
義
抄
』「
仏
・
下
・
末
」
第
三
三
「
豸ち

」
の
部
）

【
大
意
】

貍
（
狸
）
…
正
し
く
は
「
狸
」
と
書
く
。
タ
ヌ
キ
の
こ
と
。
タ
タ
ケ
と

も
い
う
。
音
は
反
切
法
で
「
釐
（
リ
）」。
野
猫
の
こ
と
。

＊
『
類
聚
名
義
抄
』
原
撰
本
の
大
半
は
散
逸
。
現
存
完
本
は
鎌
倉
時
代

末
期
の
書
写
。
原
撰
本
を
増
補
し
た
観
智
院
本
（
国
宝
・
天
理
図
書

館
蔵
）『
類
聚
名
義
抄
』は「
仏
・
法
・
僧
」三
部
に
分
か
れ
、か
つ「
仏
」

の
部
は
「
上
・
中
・
下
」
の
三
部
、
さ
ら
に
「
仏
・
下
」
の
部
は
「
本
・

末
」
の
二
部
に
分
か
れ
て
い
る
。
そ
の
「
仏
・
下
・
本
」
犬
部
、
お

よ
び
「
仏
・
下
・
末
」
第
三
三
「
豸
（
チ
）」
部
の
二
箇
所
に
「
猫
」

（『
色
葉
字
類
抄
』
二
巻
本
、
巻
上
の
下
、
祢ね

の
部
・
動
物
）

【
大
意
】

猫
…
和
名
は
ネ
コ
、
音
は
ヘ
ウ
。
鼠
を
捕
え
て
エ
サ
と
す
る
。
ネ
コ
マ
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（『
色
葉
字
類
抄
』
二
巻
本
、
巻
上
の
下
、
他た

の
部
・
動
物
）

【
大
意
】

狸
…
和
名
は
タ
ヌ
キ
。
あ
る
い
は
タ
タ
ケ
と
も
。
鳥
を
搏う

っ
て
エ
サ
と

す
る
。

＊
画
像
（
影
印
資
料
）
は
財
団
法
人
前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
編
〈
尊

経
閣
善
本
影
印
集
成
〉『
色
葉
字
類
抄 

二　

二
巻
本
』（
八
木
書
店
、

二
〇
〇
〇
・
一
）
に
拠
る
。

 

辞
書

橘
忠
兼
『
伊
呂
波
字
類
抄
』
十
巻
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
倉
時
代
初
期
（
一
三
世
紀
前
半
）
成
立

―
―
―

〇

（
猫
）　
［
ネ
コ
］

〇
貓　
［
ネ
コ
マ　

云
苗
／
捕
鼠
為
粮
也
］

〇
家
狸

〇
猫　
［
己
上
ニ
各
ネ
コ
マ
／
見
本
草
］

（『
伊
呂
波
字
類
抄
』
十
巻
本
、
巻
五
、
祢ね

の
部
・
動
物
）

【
大
意
】

貓（
猫
）…
和
名
は
ネ
コ
マ
。
音
は「
苗
」。
鼠
を
捕
え
て
エ
サ
と
す
る
。

家
狸
・
猫
…
い
ず
れ
も「
ネ
コ
マ
」と
読
む
。『
本
草
和
名
』参
照
の
こ
と
。

と
も
い
う
。

タ
ヌ
キ

〇
狸　
［
一
云
タ
ヽ
ケ
／
搏
鳥
為
粮
］
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〇

（
狸
）　
［
タ
ヌ
キ
／
タ
ヽ
ケ
／
搏
鳥
馬
（
為
か
）
粮
也
］

〇
猫
狸

（『
伊
呂
波
字
類
抄
』
十
巻
本
、
巻
四
、
太た

の
部
・
動
物
）

【
大
意
】

狸
…
和
名
は
タ
ヌ
キ
、あ
る
い
は
タ
タ
ケ
。
鳥
を
搏う

っ
て
エ
サ
と
す
る
。

＊
『
色
葉
（
伊
呂
波
）
字
類
抄
』
は
二
巻
本
と
十
巻
本
の
他
に
、
三
巻

本
（
一
二
世
紀
後
半
成
立
）
が
あ
る
が
、
三
巻
本
は
巻
中
と
巻
下
の

一
部
、肝
心
の「
た
」か
ら「
ふ
」ま
で
が
欠
け
て
お
り
、「
猫
」も「
狸
」

も
わ
か
ら
な
い
。

＊
画
像
（
影
印
資
料
）
は
築
島
裕
責
任
編
集
・
月
本
雅
幸
編
集
協
力
〈
大

東
急
記
念
文
庫
善
本
叢
刊
〉
中
古
中
世
篇
・
別
巻
二
『
伊
呂
波
字
類

抄
』
第
二
巻
（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
二
・
一
〇
）
に
拠
る
。

字
書

菅
原
為
長
『
字
鏡
集
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
倉
時
代
初
期
（
一
三
世
紀
中
ご
ろ
）
成
立

―
―
―

ハ
ウ
／
ヘ
ウ

〇
貓　
［
猫
俗
／
ネ
コ
／
霄
］

（
第
八
巻
「
動
物
部
」
上
「
豸
」
部
）

【
大
意
】

貓
…
音
は
ハ
ウ
、
ま
た
は
ヘ
ウ
。「
猫
」
は
俗
字
。
日
本
で
い
う
ネ
コ

の
こ
と
。
霄
。
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リ
〇
貍　
［
狸
俗 

ネ
コ
ニ
似
リ
／
タ
ヽ
ケ 

正 

ネ
コ
マ
／
タ
ヌ
キ 

イ
タ
チ
］

類
書
（
百
科
事
典
）

行
誉
『
壒
嚢
鈔
』

室
町
時
代
（
文
安
二
～
三
年
〈
一
四
四
五
～
四
六
〉）
成
立

編
者
不
詳
『
塵
添
壒
嚢
鈔
』　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
文
元
年
〈
一
五
三
二
〉）
成
立

―
―
―

（
前
略
）
狸
ノ
字
ヲ
。
タ
ヽ
ゲ
ト
ヨ
ム
。
又
子ね

コ
マ
共
ヨ
ム
。
只
子ね

コ

ト
同
事
也
。
狸タ

ヽ
ゲ

ヲ
。
猯タ

ヌ
キ

ニ
用
ハ
僻ひ

が
ご
と事

也
。（
中
略
）
狸

タ
ヽ
ゲ

猯た
ぬ

キ
ハ
格
別
也
。

狸
ハ
。
猫
ナ
ル
ベ
シ
。（
中
略
）
猫
ト
狸た

た

ケ
同
類
ト
云
事
ソ
。

（『
壒
嚢
鈔
』
巻
五
の
五
十
二
、『
塵
添
壒
嚢
鈔
』
巻
八
の
十
「
狸

タ
ヌ
キ
ノ

事
」）

＊
『
塵じ

ん
て
ん添

壒あ
い
の
う
し
ょ
う

嚢
鈔
』
は
、
勧
勝
寺
の
僧
行ぎ
ょ
う

誉よ

が
室
町
時
代
（
一
五
世
紀

中
ご
ろ
）
に
編
纂
し
た
『
壒
嚢
鈔
』
に
、
鎌
倉
時
代
（
一
三
世
紀
）

の
『
塵
袋
』
の
項
目
（
二
百
項
目
余
）
を
増
補
し
た
も
の
。

＊
本
文
は
『
塵
添
壒
嚢
鈔
・
壒
嚢
鈔
』（
臨
川
書
店
、
一
九
六
八
・
三
）

に
拠
る
。
な
お
、
片
仮
名
の
振
り
仮
名
は
原
文
通
り
。
平
仮
名
の
振

り
仮
名
は
通
読
の
便
を
考
慮
し
て
私
に
あ
て
た
も
の
で
あ
る
。

辞
書

谷
川
士
清
編
『
倭
訓
栞
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
戸
時
代
中
期
（
一
八
世
紀
）
成
立

―
―
―

〇
ね
こ　

猫
を
い
ふ
。
寝ね

こ子
の
義
。
睡ね

む
りを

好
こ
の
む

獣
也
。
よよ

っ
てて

睡
猫
児
な
ど
い

（
第
八
巻
「
動
物
部
」
上
「
豸
」
部
）

【
大
意
】

貍
（
狸
）
…
音
は
リ
。「
狸
」
は
俗
字
。
ネ
コ
に
似
た
動
物
で
あ
る
。

正
し
く
は
タ
タ
ケ
と
い
う
。
他
に
ネ
コ
マ
、
タ
ヌ
キ
、
イ
タ
チ
と
も
い
う
。

＊
画
像
（
影
印
資
料
）
は
中
田
祝
夫
・
林
義
雄
『
字
鏡
集
白
河
本

寛
元
本

研
究
並

び
に
総
合
索
引
』
第
一
冊
「
字
鏡
集 

白
河
本 

影
印
篇
」（
勉
誠
社
、

一
九
七
七
・
七
）
に
拠
る
。
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へ
り
。
倭
名
抄
に
ハ
ね
こ
ま
と
い
へ
り
。
霊
異
記
に
狸
も
よ
め
り
。
〇

琉
球
に
ハ
異
色
の
猫
あ
り
。
穏
岐
ノ
国
の
竹
島
の
猫
ハ
此
間
の
猫
と
ハ

異
れ
り
と
い
へ
り
。
三
毛
を
花
猫
と
い
ふ
。
宝
永
乙い

つ
ゆ
う酉
（
宝
永
二
年
／

一
七
〇
五
）
五
月
に
江
戸
大
久
保
某
の
家
の
猫
、
二
頭
六
足
二
尾
灰
毛

の
子
を
産
す
。
韓か

ら

猫
ハ
源
氏
に
み
ゆ
。
蒙も
う
し
ょ
う頌
（
猿
の
一
種
）
也
。
夫
木

集
に
、
敷
し
ま
や
大
和
に
ハ
あ
ら
ぬ
唐
ね
こ
を
君
が
為
に
と
求
め
出
た

り
。
時
ね
こ
ハ
金
華
猫
也
。
麝
香
猫
ハ
霊
猫
也
と
い
へ
り
。
〇
諺
に
猫
根

性
と
い
ふ
ハ
人
の
心
の
貪
欲
を
匿
し
外
に
露
ハ
さ
ぬ
者
を
い
ふ
。
〇
土
佐

国
に
し
ら
が
山
あ
り
。
大
山
也
。
多
く
猫
住
て
猟
人
も
至
り
得
ず
と
い
へ

り
。
是
ハ
ま
た
な
る
べ
し
。
〇
鼠
と
る
猫
ハ
爪
を
蔵
と
い
ふ
諺
ハ
説ぜ

い

苑え
ん

に

君
子
ハ
愛
レ
口
虎
豹
ハ
愛
レ
爪
と
見
え
た
り
。
〇
猫
に
か
う
ふ
り
給
り
て
命

婦
な
ど
ゝ
い
ふ
事
枕
草
紙マ

マ

に
見
え
た
り
。
〇
猫
の
二
歳
に
て
死
た
り
し
児

に
化
て
母
の
乳
を
毎
夜
吸
た
り
し
事
奥
州
白
川
に
有
。
又
妾
に
化
し
事

江
戸
に
あ
り
。
〇
歌
に
手
か
ひ
の
虎
と
も
よ
め
り
。
本
草
に
今
南
人
猶
二

呼
レ
虎
為
一
レ
猫
と
見
え
た
り
。
〇
猫
に
堅
魚
節
あ
づ
け
る
と
い
ふ
諺
ハ
、

後
漢
書
に
使
二
餓-

狼
守
レ
庖-

厨
飢-

虎
牧
や
し
な
わ一

レ
牢-

豚
と
い
ふ
に
同
じ
。
〇
猫

に
小
判
見
せ
る
と
い
ふ
諺
ハ
、
野や

か
く客
叢
書
に
対
レ
牛
弾
レ
琴
と
い
ふ
類
也
。

〇
但
馬
美
父
郡
の
一
村
に
猫
を
も
て
使
と
す
る
社
あ
り
。
農
家
蠶
（
蚕
）

を
養
ふ
節
に
ハ
、
必
其
使
を
乞
て
鼠
を
か
る
。
其
使
の
猫
ハ
、
社
前
の
一

拳
石
を
持
帰
也
。
謝
す
る
に
及
び
又
一
拳
石
を
添
ふ
。
よよ

つ
てて
小
石
丘き
ゅ
う
が
く
壑
の

如
し
と
い
ふ
。
〇
尾
の
短
き
猫
を
東
鑑
に
五
分
尻
と
見
ゆ
。
今
東
国
に
午

房
尻
と
い
ふ
ハ
其
訛
也
。
土
佐
国
に
ハ
か
ぶ
猫
と
い
ふ
。
〇
猫
の
眼
ハ

十
二
時と

き

に
か
ハ
り
、
鼻
ハ
夏
至
の
一
日
あ
た
ゝ
か
也
と
い
へ
り
。
又
腕
を

も
て
面つ

ら

を
洗
ふ
時
、
腕
耳
を
過
れ
バ
、
不
意
に
客
来
と
酉ゆ

う
よ
う
ざ
つ
そ

陽
雑
俎
に
見
ゆ
。

眼
の
歌
睛ひ
と
みを
も
て
知
べ
し
。
六
ツ
丸
く
四
八
瓜
ざ
ね
五
と
七
と
玉
子
な
り

に
て
九
ツ
は
針
。
〇
猫
島
ハ
加
賀
ノ
国
の
沖
に
あ
り
。
今
昔
物
語
に
見
ゆ
。

〇
猫
間
ノ
斎
院
ハ
髙
倉
院
皇
女
範
子
内
親
王
也
。

（『
倭
訓
栞 

前
編
』
二
十
二
「
祢
の
部
」）

＊
『
説
苑
』
は
中
国
前
漢
の
故
事
・
説
話
集
。『
野
客
叢
書
』
は
南
宋

の
王
楙
（
王
勉
夫
）
撰
。
中
国
の
故
事
成
語
集
。『
酉
陽
雑
俎
』
は

中
国
唐
代
、
段
成
式
の
手
に
な
る
随
筆
。
異
事
奇
談
集
。
八
六
〇
年

ご
ろ
成
立
。

＊
な
お
、
同
書
は
「
ね
こ
」
の
前
に
「
ね
う
」
を
立
項
、「
源
氏
に
猫

の
声
を
ね
う
〳
〵
と
い
と
ら
う
た
け
に
な
け
ハ
と
見
え
た
り
。
今
に

や
を
〳
〵
と
い
ふ
が
ご
と
し
」
と
記
す
。

 〇
ね
こ
ま
た　

徒
然
草
に
、奥
山
に
あ
り
て
人
を
食
ふ
と
い
へ
る
も
の
ハ
、

揉
挺
を
ま
た
と
訓
ぜ
し
物
な
る
べ
し
。
山
な
ら
ね
ど
も
、
こ
ゝ
ら
に
猫
の

へ
あ
が
り
て
猫
ま
た
に
な
る
と
い
ふ
は
、
今
俗
い
ふ
所
の
も
の
也
。
四
国

辺
の
賤
民
に
ハ
、
ね
こ
ま
た
を
つ
か
ふ
犬
神
の
類
あ
り
。
〇
金
色
に
光
り

て
毛
ハ
一
條
も
な
く
て
、髭
ハ
長
く
、尾
ハ
両ふ

た
ま
た岐
に
わ
か
れ
、爪
の
鋭
き
事
、

剣
を
欺
き
、
牙
ハ
狼
に
似
、
頭
よ
り
尾
ま
で
九
尺
に
及
べ
り
。
死
し
て
両

眼
を
閉
ず
、光
る
事
星
の
ご
と
し
。
奥
州
猪
狩
氏
の
児
驚
か
さ
れ
し
者
也
。

津
軽
の
者
い
ふ
。
山
猫
の
数
百
歳
を
経
て
狒ひ

ひ々

に
類
せ
る
物
也
。
松
前
に

は
折
々
殺
し
て
捨
る
。
人
を
喰
者
也
と
ぞ
。
〇
応
仁
紀
に
公
方
儀
も
又
猫

打
て
是
非
の
沙
汰
こ
そ
な
か
り
け
り
と
見
え
た
る
も
是
に
や
。
よ
く
ば
け

る
を
も
て
あ
た
ら
ぬ
事
に
い
へ
る
諺
な
る
べ
し
。
西
土
の
書
に
も
猫
鬼
野
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道
な
ど
見
え
た
り
。（『

倭
訓
栞 

後
編
』
巻
之
十
四
「
那
尓
奴
祢
能
之
部
」）

＊
後
藤
秋
正
「「
猫
と
漢
詩
」
札
記

―
古
代
か
ら
唐
代
ま
で
」（『
北

海
道
教
育
大
学
紀
要
（
人
文
科
学
・
社
会
科
学
編
）』
五
七
―

二
、

二
〇
〇
七
・
二
）
に
よ
れ
ば
、
隋
の
初
代
皇
帝
文
帝
（
楊
堅
）
の
開

皇
一
八
年
（
五
九
八
）
五
月
の
詔
に
「
蓄
猫
鬼
・
蠱
毒
・
厭
魅
・
野

道
之
家
、
投
於
四
裔
（
猫
鬼
・
蠱
毒
・
厭
魅
・
野
道
を
蓄や

し
なう
る
の
家

は
四
裔
に
投
ず
）」
と
あ
る
。
こ
れ
は
猫
鬼
等
妖
怪
に
仕
え
、
呪
術

な
ど
を
使
う
よ
う
な
輩
は
「
四
裔
（
国
土
の
四
方
の
果
て
）」
に
捨

て
る
（
国
外
追
放
に
処
す
）
と
い
う
こ
と
だ
が
、
い
わ
ゆ
る
「
ね
こ

ま
た
」
も
唐
土
の
「
猫
鬼
野
道
」
と
同
じ
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

＊
引
用
本
文
は
谷
川
士こ

と
す
が清
編
、
井
上
頼
圀
・
小
杉
榲す
ぎ
む
ら邨
増
補
『
増
補
語

林 

倭
訓
栞
』
全
四
巻
（
名
著
刊
行
会
、
一
九
七
三
・
五
）
に
拠
る
。

谷
川
士
清
（
一
七
〇
九
～
一
七
七
六
）
の
『
和
訓
栞
』
は
前
編
・
中
編
・

後
編
の
三
部
か
ら
な
る
。
同
書
は
全
九
三
巻
に
及
ぶ
大
部
の
辞
書
だ

が
、
刊
行
が
始
ま
っ
た
の
は
著
者
の
没
後
、
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）

で
あ
る
。
全
編
の
完
結
は
明
治
二
〇
年
（
一
八
八
七
）
で
、
刊
行
開

始
か
ら
完
結
ま
で
百
年
以
上
も
要
し
た
こ
と
に
な
る
。
同
書
は
そ
の

後
、
明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）、
井
上
頼
圀
・
小
杉
榲す

ぎ
む
ら邨
に
よ
っ

て
増
補
・
刊
行
さ
れ
た
が
、そ
の
際
『
和
訓
栞
』
の
「
後
編
」
は
『
増

補
語
林 

倭
訓
栞
』
に
収
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
名
著
刊
行
会
本
で
も

活
字
に
よ
る
翻
刻
本
文
で
は
な
く
影
印
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。な
お
、

通
読
の
便
を
考
慮
し
て
、私
に
句
読
点
や
読
み
仮
名
、濁
点
等
を
補
っ

た
。
ま
た
、
活
字
本
の
漢
文
に
つ
い
て
は
製
版
本
（
影
印
資
料
）
に

あ
た
り
、
一
部
返
り
点
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。（

こ
の
稿
つ
づ
く
）
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　『
白
き
手
の
猟
人
』
に
お
け
る
三
木
露
風
の
〈
象
徴
〉

青　
　

木　
　

優　
　

佳

　
　
　
　

は
じ
め
に

１
三
木
露
風
は
兵
庫
県
揖
保
郡
竜
野
町
（
現
在
の
た
つ
の
市
）
で
父
節
次
郎
と
母
か
た
の
も
と
に
生
ま
れ
た
詩
人
で
あ
る
。
露
風
の
実
母

か
た
は
明
治
二
十
八
年
二
月
ご
ろ
、
実
父
節
次
郎
の
不
身
持
と
放
蕩
が
原
因
で
、
露
風
が
ま
だ
幼
稚
園
に
通
っ
て
い
る
時
期
に
弟
の
勉
を
つ

れ
て
鳥
取
の
実
家
に
帰
っ
て
い
る
。
そ
の
後
露
風
は
十
六
歳
で
岡
山
県
和
気
の
私
立
中
学
閑
谷
校
に
転
校
す
る
ま
で
祖
父
母
の
も
と
で
育
て

ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
露
風
は
幼
年
期
に
父
母
の
離
婚
と
実
母
と
の
別
れ
と
い
う
経
験
を
経
て
育
っ
た
。

特
に
実
母
と
引
き
離
さ
れ
た
生
育
環
境
に
つ
い
て
２
森
田
実
歳
は
「
露
風
の
人
間
性
、
芸
術
性
の
形
成
に
影
響
が
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て

お
り
、
同
時
に
露
風
と
実
母
の
関
係
に
つ
い
て
３「
母
を
思
う
詩
歌
は
幾
つ
も
あ
り
、
幼
時
に
、
そ
の
頭
を
寄
せ
る
べ
き
母
の
胸
を
失
っ
た

こ
と
は
、
何
ほ
ど
か
、
露
風
の
胸
に
、
母
性
憧
憬
の
思
い
を
か
き
立
て
た
か
と
思
わ
れ
る
。
が
、
こ
の
大
い
な
る
欠
損
が
、
露
風
に
お
い
て

は
、
か
れ
の
思
慕
の
永
遠
性
、
深
さ
に
働
き
か
け
た
こ
と
も
否
み
得
ぬ
事
実
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
幼
年
時
に
実
母
と
引

き
離
さ
れ
て
育
っ
た
経
験
が
、
後
の
言
動
だ
け
で
な
く
露
風
の
詩
作
及
び
世
界
観
の
形
成
に
も
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
後
露
風
は
数
え
で
十
五
歳
の
時
に
郷
里
兵
庫
県
立
竜
野
中
学
校
に
首
席
合
格
し
、
小
学
生
時
代
か
ら
続
け
て
き
た
雑
誌
『
小
国
民
』

へ
の
投
稿
を
終
え
て
新
進
へ
の
道
を
歩
み
始
め
た
。
第
一
詩
集
『
夏
姫
』（
明
三
八
・
七　

血
友
会
）
を
自
費
出
版
し
た
の
が
こ
の
時
で
あ

り
、
詩
人
と
し
て
の
早
熟
性
が
窺
え
る
。

し
か
し
露
風
は
、
藤
村
や
泣
菫
、
有
明
な
ど
に
比
べ
る
と
十
分
な
学
業
を
積
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
中
学
校
は
前
述
し
た
岡
山
県

に
あ
る
私
立
中
学
閑
谷
校
に
転
校
後
中
退
し
、
そ
の
後
早
稲
田
大
学
と
慶
応
大
学
に
在
籍
す
る
も
、
学
資
調
達
に
悩
ま
さ
れ
、
慶
応
大
学
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は
一
年
で
退
学
し
て
い
る
。
４
森
田
は
こ
の
よ
う
な
不
十
分
な
学
業
環
境
が
か
え
っ
て
露
風
の
文
学
的
形
成
に
幸
い
し
た
と
指
摘
し
、
同
時

に
「
露
風
は
、
そ
の
中
学
生
活
を
も
十
分
に
は
全
う
し
得
な
か
っ
た
教
養
の
不
備
に
よ
っ
て
、
そ
の
詩
心
を
、
も
し
く
は
詩
的
直
観
を
素
直

に
伸
縮
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
た
。
か
れ
は
洋
学
に
大
い
に
関
心
を
示
し
た
け
れ
ど
も
、
も
っ
と
読
み
易
い
、
会
得
も
し
易
い
日
本
古
典
に
先

達
を
求
め
る
気
配
が
あ
っ
た
。（
略
）
ま
た
、
自
然
主
義
―
印
象
詩
―
象
徴
詩
の
知
解
を
持
ち
な
が
ら
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
や
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
、

あ
る
い
は
『
海
潮
音
』
の
新
声
に
傾
倒
し
、
脈
絡
を
い
つ
か
そ
こ
に
繋
い
だ
と
し
て
も
、
歌
う
詩
が
そ
の
心
か
ら
生
れ
て
く
る
の
も
の
で
あ

る
な
ら
何
ら
愧
ず
べ
き
も
の
は
な
い
の
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
露
風
は
自
身
の
教
養
の
不
備
や
学
習
と
の
希
薄
な
触
れ

合
い
か
ら
生
じ
た
隙
間
を
、
日
本
古
典
や
西
欧
詩
人
に
学
び
な
が
ら
独
自
の
世
界
観
の
構
想
を
深
め
る
こ
と
で
補
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら

れ
る
。
西
欧
の
影
響
・
啓
発
と
日
本
の
馴
染
み
や
す
い
伝
統
が
交
わ
る
な
か
、
露
風
は
あ
え
て
ど
ち
ら
に
も
固
執
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
拒

絶
す
る
こ
と
も
な
く
、
様
々
な
影
響
を
素
直
に
取
り
入
れ
な
が
ら
ま
っ
た
く
独
自
の
世
界
観
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。

以
上
に
示
し
た
よ
う
に
恵
ま
れ
た
と
は
言
い
難
い
生
育
及
び
学
習
環
境
を
経
て
育
っ
た
露
風
は
、
明
治
四
十
二
年
に
第
二
詩
集
と
な
る

『
廃
園
』（
明
四
二
・
九　

光
華
書
房
）
を
、
そ
の
後
第
四
詩
集
と
な
る
『
白
き
手
の
猟
人
』（
大
二
・
九　

東
雲
堂
書
店
）
を
刊
行
す
る
。

『
廃
園
』
は
５
中
島
洋
一
が
「『
廃
園
』
を
象
徴
詩
集
と
し
て
認
め
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
象
徴
性
に
は
十
分
注
目
す
べ

き
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
露
風
の
象
徴
性
の
素
地
と
象
徴
詩
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
含
ん
だ
詩
集
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
『
白
き
手
の
猟
人
』
は
露
風
の
作
品
の
中
で
最
も
高
く
評
価
さ
れ
た
詩
集
で
あ
り
、
近
代
詩
史
の
な
か
で
も
象
徴
詩
集
と
し

て
位
置
付
け
ら
れ
、
そ
の
象
徴
性
を
高
く
評
価
さ
れ
た
。

そ
れ
で
は
こ
れ
ら
の
詩
集
に
表
出
さ
れ
た
、
露
風
の
〈
象
徴
詩
〉
の
内
実
と
は
一
体
何
な
の
か
。
本
稿
で
は
象
徴
詩
集
と
し
て
特
に
高
く

評
価
さ
れ
た
『
白
き
手
の
猟
人
』
に
焦
点
を
当
て
、
露
風
の
〈
象
徴
〉
の
世
界
に
つ
い
て
考
察
し
論
じ
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　

㈠
『
白
き
手
の
猟
人
』
が
成
立
す
る
過
程
、
精
神
の
模
索
と
回
復

ま
ず
初
め
に
『
白
き
手
の
猟
人
』
が
成
立
す
る
ま
で
の
過
程
を
見
て
い
き
た
い
。『
白
き
手
の
猟
人
』
以
前
に
露
風
が
刊
行
し
て
き
た
詩
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集
と
し
て
、
第
二
詩
集
『
廃
園
』
と
第
三
詩
集
『
寂
し
き
曙
』（
明
四
三
・
十
一　

博
報
堂
）
が
あ
る
。

『
廃
園
』
で
の
制
作
年
代
と
作
品
の
変
化
の
過
程
の
関
係
に
つ
い
て
６
中
島
は
、「
内
的
世
界
の
相
違
、
発
展
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
」

と
述
べ
て
い
る
。
同
時
に
「
例
え
ば
最
も
顕
著
な
の
は
「
二
十
歳
ま
で
の
抒
情
詩
」
で
、『
夏
姫
』
の
明
星
派
的
な
浪
漫
性
と
は
異
な
り
、

一
部
に
は
自
然
主
義
的
な
発
想
さ
え
見
え
る
が
、
全
般
的
に
は
明
る
く
、
温
雅
で
、
健
康
的
で
、
自
然
と
調
和
し
た
世
界
が
多
く
、
表
現
技

法
で
は
他
の
模
倣
的
要
素
も
少
な
く
な
い
。
そ
う
し
て
象
徴
的
要
素
の
少
な
い
作
品
群
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
「
廃
園
」
篇

や
「『
暗
い
扉
』
以
下
」
及
び
そ
れ
に
続
く
「
涸
れ
た
る
噴
水
」
な
ど
に
は
、
次
第
に
憂
愁
の
色
が
深
く
内
在
化
し
、
象
徴
的
要
素
も
か
な

り
多
く
認
め
ら
れ
る
」
と
指
摘
し
た
。

同
様
に
７
三
浦
仁
は
、「
初
期
田
園
浪
漫
詩
に
お
け
る
自
然
が
、
よ
り
複
雑
に
心
象
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
『
廃
園
』
の
印
象
派
的
自

然
に
つ
な
が
り
、
同
時
に
前
者
の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
が
本
来
の
健
や
か
さ
や
明
る
さ
を
失
っ
て
、（
略
）『
廃
園
』
詩
の
基
調
を
な
す
感
傷
的

ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
に
変
質
し
て
行
く
様
が
、
鮮
や
か
に
見
て
取
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、『
廃
園
』
の
制
作
時
期
と
構
成
か
ら
は
、
露
風
が
「
明
る
い
ロ
ー
マ
ン
的
な
抒
情
詩
」
か
ら
次
第
に
「
内
的
な
苦
渋

に
満
ち
た
作
風
」
へ
と
作
風
が
変
化
・
展
開
し
て
い
く
過
程
が
読
み
取
れ
る
。
つ
ま
り
露
風
は
『
廃
園
』
刊
行
期
に
、
明
る
く
生
命
を
賛
美

す
る
抒
情
詩
か
ら
、
象
徴
詩
的
要
素
を
含
ん
だ
、
し
か
し
象
徴
詩
と
は
言
い
難
い
〈
露
風
独
自
の
象
徴
詩
〉
と
い
う
詩
風
を
確
立
し
た
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
露
風
の
〈
象
徴
〉
へ
の
歩
み
の
過
程
を
孕
ん
だ
詩
集
と
し
て
、『
廃
園
』
に
は
重
要
な
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

続
い
て
『
廃
園
』
の
成
立
し
た
背
景
に
も
着
目
し
て
お
き
た
い
。
作
中
で
は
「
追
憶
」
と
い
う
語
の
頻
出
を
筆
頭
と
し
て
、
西
欧
詩
人
や

上
田
敏
の
影
響
を
大
き
く
受
け
た
で
あ
ろ
う
露
風
の
姿
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
影
響
を
受
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
露
風
は
『
廃
園
』
で
主

に
自
己
陶
酔
を
孕
ん
だ
抒
情
性
・
象
徴
性
を
表
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
そ
の
表
出
に
は
、
露
風
の
象
徴
詩
の
萌
芽
と

素
地
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
『
廃
園
』
に
収
め
ら
れ
た
作
品
「
ふ
る
さ
と
の
」
で
は
自
身
の
悲
恋
に
終
わ
っ
た
恋
愛
体
験
が
背
景
に
あ
る
こ
と
が
８
家
森
長
治
郎

に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
露
風
は
明
治
三
十
七
年
十
一
月
に
岡
山
県
の
私
立
中
学
閑
谷
校
に
転
学
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
太
田
茂
代
子

と
い
う
女
性
と
知
り
合
い
、
恋
愛
関
係
を
築
い
た
。
太
田
と
は
結
婚
の
話
も
出
る
ほ
ど
親
し
い
関
係
に
な
っ
た
が
、
露
風
の
父
節
次
郎
に
よ
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る
反
対
を
受
け
、
明
治
三
十
八
年
十
一
月
頃
二
人
は
別
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
太
田
は
別
の
男
性
の
も
と
へ
と
嫁
ぎ
、
露
風
は
明
治

三
十
九
年
七
月
に
『
廃
園
』「
二
十
歳
ま
で
の
抒
情
詩
」
篇
に
収
め
る
作
品
の
制
作
を
始
め
た
。
明
治
四
十
年
一
月
に
太
田
は
長
男
を
出
産

し
た
が
、
同
年
十
月
、
露
風
は
「
ふ
る
さ
と
の
」
を
制
作
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
り
制
作
さ
れ
た
「
ふ
る
さ
と
の
」
を
受
け
、「
露
風
は
「
ふ
る
さ
と
の
」
に
よ
っ
て
初
め
て
現
実
的
存
在
の
彼
方

に
美
的
存
在
を
仄
知
し
得
た
」
の
で
は
な
い
か
と
９
森
田
は
述
べ
て
い
る
。
露
風
が
太
田
と
の
悲
恋
の
経
験
を
経
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
ふ
る

さ
と
の
」
を
制
作
で
き
た
と
考
え
た
時
、「
ふ
る
さ
と
の
」
に
認
め
ら
れ
る
美
的
情
緒
や
憂
愁
の
陰
り
と
い
っ
た
詩
的
性
質
は
、
以
上
に
示

し
た
太
田
と
の
恋
愛
と
い
う
実
体
験
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
産
物
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
そ
の
よ
う
に
考
え
た
時
、
前
述
し
た
「
明
る
い
ロ
ー
マ
ン
的
な
抒
情
詩
」
か
ら
次
第
に
「
内
的
な
苦
渋
に
満
ち
た
作
風
」
へ
と
展
開

す
る
『
廃
園
』
に
つ
い
て
、
露
風
に
「
内
的
な
苦
渋
」
を
授
け
た
も
の
が
以
上
に
示
し
た
悲
恋
の
実
体
験
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は

な
い
か
。

露
風
は
こ
こ
ま
で
述
べ
た
上
田
敏
ら
に
よ
る
影
響
や
自
身
の
悲
恋
と
い
う
経
験
を
素
直
に
受
け
止
め
、
第
二
詩
集
『
廃
園
』
を
刊
行
し
た
。

こ
の
影
響
と
体
験
は
『
廃
園
』
に
多
様
な
性
質
・
詩
的
性
格
を
も
た
ら
し
た
と
同
時
に
、
露
風
に
象
徴
詩
の
構
築
及
び
〈
象
徴
〉
と
い
う
精

神
へ
の
歩
み
寄
り
を
可
能
に
し
た
の
で
は
な
い
か
。

さ
て
、
そ
の
後
露
風
は
本
稿
で
取
り
上
げ
る
第
四
詩
集
『
白
き
手
の
猟
人
』（
大
二
・
九　

東
雲
堂
書
店
）
を
刊
行
し
、
こ
こ
で
そ
の
象

徴
性
が
高
く
認
め
ら
れ
た
。

10『
白
き
手
の
猟
人
』
の
序
文
（
大
二
・
初
秋
）
に
は
明
治
四
十
三
年
か
ら
大
正
二
年
の
夏
ま
で
の
お
お
よ
そ

三
年
間
の
作
品
を
集
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
『
寂
し
き
曙
』（
明
四
三
・
十
一　

博
報
堂
）
と
『
幻
の
田
園
』（
大

四
・
五　

東
雲
堂
出
版
）
の
間
に
位
置
す
る
過
渡
期
の
詩
集
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
た
め
象
徴
性
が
認
め
ら
れ
る
『
白
き
手
の
猟

人
』
の
作
品
に
は
、『
寂
し
き
曙
』
で
得
た
性
質
と
の
連
続
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
、
本
節
で
は
ま
ず
『
白
き
手
の
猟
人
』
に
至
る
ま
で
の
展
開
整
理
と
し
て
『
寂
し
き
曙
』
に
主
に
焦
点
を
当
て
、
詩
的
性

格
の
変
化
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
い
。『
寂
し
き
曙
』
の
詩
的
性
格
を
探
る
こ
と
で
、
地
続
き
と
な
っ
て
い
る
『
白
き
手
の
猟
人
』
の
性

質
と
詩
的
性
格
、
そ
し
て
「
最
も
象
徴
詩
的
」
と
評
さ
れ
た
『
白
き
手
の
猟
人
』
の
象
徴
性
の
内
実
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
が
ね
ら
い
で
あ
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る
。『

寂
し
き
曙
』
は
一
年
三
ヶ
月
と
い
う
短
期
間
に
制
作
さ
れ
た
詩
集
で
あ
る
が
、
露
風
は
詩
作
に
つ
い
て

11「
私
が
第
三
詩
集
『
寂
し
き

曙
』
を
出
し
た
時
、
私
は
敬
虔
な
精
神
に
充
さ
れ
て
ゐ
た
」、

12「
四
三
年
前
後
は
余
が
人
生
の
最
も
悲
し
き
方
面
に
足
を
向
け
初
め
し
頃
の

作
に
し
て
、
今
日
よ
り
謂
え
ば
余
が
象
徴
の
作
風
は
、
こ
の
頃
の
感
情
に
そ
の
根
を
お
け
り
」
と
述
べ
て
い
る
。

13
佐
藤
房
儀
は
当
時
の
露

風
の
実
生
活
が
「
か
な
り
デ
カ
ダ
ン
だ
っ
た
ら
し
い
」
こ
と
を
指
摘
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
生
活
か
ら
「
自
己
蔑
視
や
反
省
」
が
生
ま
れ
て

い
た
で
あ
ろ
う
と
述
べ
た
。

こ
の
よ
う
な
精
神
的
背
景
に
つ
い
て
、

14
岡
崎
義
恵
は
「『
寂
し
き
曙
』
に
な
っ
て
露
風
の
詩
境
は
著
し
く
幽
暗
の
中
に
沈
み
、
思
想
詩
・

瞑
想
詩
の
風
を
帯
び
る
に
至
っ
た
」
と
評
し
て
い
る
。
同
時
に
「
私
は
こ
の
集
に
現
れ
た
深
刻
な
精
神
の
苦
悶
を
、
藤
村
に
も
晩
翠
に
も
、

泣
菫
に
も
白
秋
に
も
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。（
略
）
む
ろ
ん
、
白
秋
・
朔
太
郎
の
官
能
や
神
経
に
は
近
代
色
が
著
し
く
、
そ
れ

は
露
風
の
比
で
は
な
い
。
ま
た
、
光
太
郎
に
は
デ
カ
ダ
ン
ス
か
ら
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
へ
の
脱
離
が
、
力
強
く
歌
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
強
健
な

力
感
は
、
露
風
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
近
代
自
我
の
内
部
の
分
裂
・
相
剋
を
、
深
く
深
く
内
部
に
探
り
入
っ
て
、

喰
い
入
る
よ
う
に
把
握
し
た
詩
人
は
、『
寂
し
き
曙
』
の
作
者
の
外
に
求
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。
露
風
は
こ
の
時
期
に
自
身

の
精
神
を
深
く
探
り
見
つ
め
、
そ
こ
で
得
た
精
神
の
苦
悶
、
苦
悩
を
『
寂
し
き
曙
』
に
表
し
た
。

以
上
の
よ
う
な
精
神
状
況
を
背
景
と
し
て
制
作
さ
れ
た
作
品
は
、『
廃
園
』
で
見
ら
れ
た
甘
い
感
傷
的
な
自
己
陶
酔
的
情
調
の
性
格
を
取

り
去
り
、
よ
り
深
く
、
苦
悩
に
満
ち
た
陰
鬱
な
性
格
を
打
ち
出
し
た
。
そ
れ
を
表
す
作
品
と
し
て
、
例
え
ば
「
神
と
魚
」（
明
四
三
・
二

『
ス
バ
ル
』
初
出
。
初
出
時
の
題
は
「
魚
」）
が
あ
る
。
以
下
に
本
文
を
記
載
す
る
。

神
と
魚

つ
ね
に
曙
の
寂
寥
に
棲
む
。

太
陽
は
海
の
彼
方
を
め
ぐ
り
、
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夜
は
ま
た
こ
の
と
こ
ろ
を
忘
れ
去
る
。

神
の
名
を
彫
り
て
そ
の
石
を
埋
め
、

そ
の
石
埋
れ
て
ふ
た
た
び
見
ず
。

あ
あ
！　

雪
は
単
調
な
る
世
界
を
築
く
。

葉
も
な
き
木
は
、

凍
れ
る
池
の
上
に
影
を
映
せ
り
。

長
き
時
を
費
せ
ど
も
、
そ
の
影
う
ご
か
ず
。

い
ま
見
よ
。
魚
は
下
よ
り
浮
び
い
づ
。

魚
は
下
よ
り
…
…
事
も
な
く
外
を
う
か
が
ふ
。

こ
の
作
品
に
つ
い
て

15
中
島
は
「
こ
の
詩
は
や
は
り
露
風
の
当
時
の
内
的
心
象
の
風
景
化
で
あ
る
」
と
し
、「
絶
望
的
な
心
情
の
底
か
ら
、

絶
対
者
を
、
信
仰
を
望
み
見
よ
う
と
す
る
発
想
は
、
近
代
詩
史
の
中
で
も
特
筆
す
べ
き
も
の
」
で
あ
る
と
評
し
た
。
同
時
に
、
露
風
は
こ
こ

で
「
初
め
て
真
の
被
象
徴
内
容
を
掴
ん
だ
も
の
と
い
え
よ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
露
風
は
こ
の
時
自
身
の
精
神
を
見
つ

め
探
る
こ
と
で
、
自
身
の
陰
鬱
と
苦
悩
を
発
見
し
た
。
そ
こ
か
ら
の
救
済
を
神
と
い
う
絶
対
者
に
求
め
た
点
は
、〈
絶
望
〉
と
〈
救
済
〉
と

い
う
観
念
を
〈
神
〉
と
い
う
被
象
徴
対
象
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
具
現
化
し
た
、
ひ
い
て
は
象
徴
詩
へ
と
押
し
上
げ
よ
う
と
し
た
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
中
島
の
指
し
た
よ
う
な
、
露
風
が
こ
こ
で
得
た
で
あ
ろ
う
「
真
の
被
象
徴
内
容
」
と
は
、
絶
望
や
救
済

の
観
念
を
前
に
し
た
神
と
い
う
存
在
で
は
な
か
っ
た
か
。
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ま
た
続
け
て
中
島
は
「
青
春
の
頽
唐
に
よ
り
肉
体
的
・
精
神
的
に
疲
労
の
極
に
立
ち
尽
く
し
た
露
風
が
、
や
が
て
深
く
自
己
を
内
省
し
、

そ
の
滅
び
て
し
ま
っ
た
心
に
、（
略
）
曙
光
を
見
出
し
た
」
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
葉
も
木
も
な
く
雪
に
埋
も
れ
て
凍
っ

た
大
地
を
、
池
の
下
か
ら
じ
っ
と
見
つ
め
る
魚
の
様
子
に
は
、
確
か
に
露
風
の
精
神
的
圧
迫
感
と
絶
望
、
苦
悩
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
神
と
い
う
存
在
に
身
を
寄
せ
救
済
を
求
め
る
魚
の
姿
は
、
中
島
の
言
う
よ
う
に
「
特
筆
す
べ
き
も
の
」
で
あ
っ
た
と
同
時

に
、
露
風
の
信
仰
心
の
発
露
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

さ
て
、
こ
こ
で
露
風
と
宗
教
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。
後
年
の
露
風
は
洗
礼
を
受
け
北
海
道
の
ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
院
で
講
師
と
な
る

な
ど
、
信
仰
心
を
篤
く
し
て
神
や
宗
教
、
ひ
い
て
は
宗
教
詩
に
傾
倒
し
て
い
く
の
だ
が
、
こ
の
段
階
で
の
露
風
と
宗
教
の
関
係
に
つ
い
て

16

三
浦
は
、
露
風
が
「『
寂
し
き
曙
』
か
ら
真
っ
直
ぐ
に
信
仰
に
入
れ
た
わ
け
で
は
な
い
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
同
時
に
「
露
風
は
、
四

二
年
末
か
ら
翌
年
初
め
に
か
け
て
の
作
品
で
、
世
紀
末
感
情
の
高
ぶ
り
と
急
速
な
宗
教
へ
の
接
近
の
姿
勢
を
示
し
た
。
が
そ
れ
が
直
接
詩
の

表
面
に
現
わ
れ
る
の
は
前
記
の
わ
ず
か
数
編
の
作
品
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
後
『
白
き
手
の
猟
人
』
の
後
期
（
大
正
二
年
）
に
至
る

期
間
に
再
び
神
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

宗
教
へ
の
傾
倒
と
信
仰
の
発
露
を
見
せ
な
が
ら
、
そ
の
後
な
ぜ
神
の
名
が
作
中
に
現
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
か
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、

三
浦
は
続
け
て
露
風
の
確
立
し
た
美
意
識
に
着
目
し
、

17「
彼
が
『
廃
園
』
に
お
い
て
確
立
し
た
美
意
識
と
い
う
も
の
は
、
対
象
な
い
し
は

主
観
そ
の
も
の
を
つ
き
つ
め
て
行
く
の
で
は
な
く
、
対
象
が
主
観
に
反
映
し
て
生
ず
る
情
緒
の
漂
い
の
中
に
詩
を
見
出
し
そ
こ
に
お
ぼ
れ
る

と
い
う
種
類
の
も
の
で
あ
っ
た
。（
略
）
た
と
え
ば
愛
を
歌
う
時
、
激
し
い
恋
愛
感
情
そ
れ
自
体
が
モ
チ
ー
フ
と
な
る
の
で
な
く
、
そ
の
周

囲
に
ま
つ
わ
る
気
分
・
雰
囲
気
が
そ
の
ま
ま
分
析
さ
れ
ず
に
一
つ
の
詩
の
世
界
を
形
作
」
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

こ
の
三
浦
の
指
摘
を
も
と
に
、『
廃
園
』
で
認
め
ら
れ
た
抒
情
性
と
象
徴
性
の
視
座
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
『
廃
園
』

期
で
は
西
欧
詩
人
ら
か
ら
受
け
た
大
き
な
影
響
に
よ
り
、「
追
憶
」
の
語
の
頻
出
な
ど
そ
の
ま
ま
自
身
の
作
品
に
落
と
し
込
む
面
が
見
ら
れ

た
。
そ
こ
か
ら
は
露
風
の
受
容
し
た
も
の
、
影
響
を
受
け
た
も
の
に
対
す
る
素
直
さ
、
言
い
換
え
れ
ば
模
倣
性
が
指
摘
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
『
廃
園
』
期
か
ら
持
ち
越
さ
れ
た
模
倣
性
に
よ
っ
て
、
露
風
の
詩
作
の
目
と
も
言
え
る
美
意
識
は
被
象
徴
内
容
を
分
析
・
分

解
し
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
三
浦
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
露
風
の
作
品
は
彼
の
美
意
識
が
ま
さ
に
情
緒
・
雰
囲
気
に
「
お
ぼ
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れ
る
」
こ
と
、
情
緒
に
陶
酔
す
る
こ
と
で
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

更
に
三
浦
は
続
け
て
、「
こ
う
し
た
美
の
意
識
は
『
廃
園
』
の
印
象
派
風
の
佳
作
を
成
す
基
と
な
っ
た
が
、
同
時
に
『
寂
し
き
曙
』
の
か

か
え
て
い
た
テ
ー
マ
を
究
極
ま
で
つ
き
つ
め
る
こ
と
な
く
再
び
愛
と
追
憶
の
抒
情
に
引
き
戻
す
要
因
と
も
な
っ
た
」
と
述
べ
た
。『
寂
し
き

曙
』
で
露
風
が
発
見
し
た
性
格
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
精
神
の
模
索
に
よ
る
陰
鬱
と
苦
悩
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
同
時
に
同
作
の
主
軸
的
テ
ー

マ
と
な
っ
て
露
風
の
美
意
識
と
い
う
基
盤
を
経
て
打
ち
出
さ
れ
た
。

し
か
し
こ
こ
で
得
た
苦
悩
と
陰
鬱
は
、
露
風
の
精
神
に
根
付
き
内
面
化
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
露
風
の
『
白
き
手
の
猟
人
』

に
記
載
さ
れ
た

18
散
文
「
湖
畔
よ
り
」（
明
四
十
四
・
十
二
）
を
見
て
い
き
た
い
。

あ
の
後
の
一
年
間
は
君
の
知
る
と
ほ
り
僕
の
生
活
は
悲
劇
に
落
ち
て
ゐ
る
、
悪
い
文
明
が
中
毒
を
あ
た
へ
た
。
僕
の
感
情
は
そ
の
結
果

い
や
が
上
に
デ
ケ
ー
し
て
し
ま
つ
た
の
だ
。
で
も
幸
な
こ
と
に
生
な
か
助
か
ら
な
く
て
僕
の
心
は
滅
び
て
し
ま
つ
た
が
、
純
潔
は
灰
色

の
中
に
芽
を
ふ
い
た
、
ウ
オ
ル
フ
は
去
つ
た
。
今
僕
の
形
骸
ば
か
り
の
胸
に
は
僅
か
に
消
ゆ
る
ば
か
り
の
恍
惚
の
焔
が
纏
は
つ
て
ゐ
る
。

正
直
に
僕
は
云
ひ
た
い
が
悪
い
文
明
を
目
的
に
し
て
歌
ふ
の
で
は
な
い
、
素
朴
な
純
潔
な
淚
を
少
し
で
も
持
た
な
い
と
い
ふ
な
ら
、
悪

い
文
明
そ
の
も
の
に
何
の
価
値
も
な
い
。
一
体
悪
い
文
明
そ
の
も
の
が
嘘
で
あ
る
、
僕
は
も
つ
と
純
白
な
深
い
境
地
の
あ
る
こ
と
を
知

つ
て
居
る
。

「
悪
い
文
明
」
に
よ
っ
て
苦
悩
し
、
精
神
を
模
索
し
た
露
風
は
、
そ
の
過
程
で
失
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
が
得
た
も
の
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
〈
得
た
も
の
〉
に
よ
っ
て
拓
け
た
新
し
い
境
地
に
幾
ら
か
の
希
望
・
新
し
い
詩
作
の
境
地
を
見
出
し
た
よ
う
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
期
の
露
風
の
実
生
活
に
つ
い
て
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、
明
治
四
十
三
年
の
六
月
に
あ
っ
た
大
逆
事
件
に
着
目
し
た
い
。
こ
の
事
件

は
時
代
そ
の
も
の
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
詩
人
や
表
現
者
に
閉
塞
と
圧
力
を
感
じ
さ
せ
た
。
露
風
は
そ
の
五
ヶ
月
後
の
十
一
月
に
『
寂

し
き
曙
』
を
刊
行
、
そ
し
て
四
十
四
年
に
は
慶
応
大
学
を
一
年
の
在
籍
期
間
を
経
て
退
学
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
か
ら
、
露
風
も
ま
た
大

逆
事
件
に
影
響
を
受
け
た
表
現
者
の
一
人
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
影
響
が
露
風
の
精
神
に
陰
り
を
も
た
ら
し
、
苦
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悩
と
陰
鬱
の
種
を
撒
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
散
文
に
つ
い
て
中
島
は

19「
青
春
性
の
喪
失
に
ま
つ
わ
る
肉
体
的
・
精
神
的
な
病
の
恢
復
と
共
に
癒
え
去
っ
て
行
く
の
で
あ
り
、

深
い
近
代
的
な
自
我
分
裂
の
相
克
に
悩
ん
だ
、
云
わ
ば
デ
カ
ダ
ン
の
魂
の
悲
劇
を
味
わ
い
尽
し
た
も
の
の
言
葉
で
は
な
い
。（
略
）
そ
れ
は

真
の
思
想
詩
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
思
想
的
な
、
瞑
想
的
な
、
情
調
の
た
め
の
情
調
と
い
っ
た
性
格
を
免
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
え
よ

う
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
露
風
の
精
神
の
模
索
と
苦
悩
と
い
う
〈
悲
劇
〉
は
一
時
的
で
あ
り
、〈
得
た
も
の
〉
に
よ
っ
て
精
神
状
態
が

回
復
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
〈
悲
劇
〉
か
ら
の
回
復
に
は
、
陰
鬱
と
苦
悩
が
露
風
の
詩
的
性
格
に
定
着
し
得
な
か
っ
た
こ
と
が
読
み
取

れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
同
時
に
精
神
の
回
復
、〈
悲
劇
〉
や
苦
悩
か
ら
の
脱
出
は
、
露
風
の
確
立
し
て
き
た
情
調
と
雰
囲
気
に
陶
酔
し
「
お

ぼ
れ
る
」
美
意
識
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
こ
ま
で
『
寂
し
き
曙
』
に
焦
点
を
当
て
、
露
風
の
精
神
の
模
索
と
苦
悩
に
よ
る
陰
鬱
な
詩
的
性
格
の
表
出
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
か
ら

の
脱
却
と
し
て
信
仰
と
神
へ
の
希
求
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
察
・
指
摘
し
て
き
た
。
し
か
し
こ
の
時
期
、
続
い
て
宗
教
・
神
へ
と
傾
倒
し
な

か
っ
た
点
か
ら
は
、
露
風
の
苦
悩
が
一
過
性
の
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

精
神
の
模
索
と
苦
悩
は
『
寂
し
き
曙
』
に
陰
鬱
と
い
う
詩
的
性
格
を
も
た
ら
し
た
が
、
同
時
に
そ
れ
が
一
時
的
で
あ
っ
た
こ
と
、「
お
ぼ

れ
る
」
美
意
識
に
よ
っ
て
苦
悩
し
た
精
神
の
回
復
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
陰
鬱
や
苦
悩
が
真
に
内
面
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
陰
鬱
の
非
内
面
化
・
陶
酔
す
る
美
意
識
へ
の
回
帰
こ
そ
が
『
寂
し
き
曙
』
か
ら
『
白
き
手
の
猟
人
』
に
持

ち
越
さ
れ
た
性
格
で
あ
り
、
問
題
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
精
神
的
背
景
に
よ
り
成
立
し
た
『
寂
し
き
曙
』
の
性
格
は
、
ど
の
よ
う
に
『
白
き
手
の
猟
人
』
へ
と
繋
が
り
、『
白
き
手
の

猟
人
』
を
「
象
徴
詩
集
」
と
し
た
の
か
。
本
節
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
次
節
で
は
『
白
き
手
の
猟
人
』
に
焦
点
を
当
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　

㈡
『
寂
し
き
曙
』
か
ら
『
白
き
手
の
猟
人
』
へ　

『
白
き
手
の
猟
人
』
は
露
風
詩
集
の
中
で
最
も
象
徴
性
の
高
い
も
の
と
評
さ
れ
て
い
る
。
本
節
で
は
『
白
き
手
の
猟
人
』
の
作
品
を
取
り
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上
げ
、
前
節
で
述
べ
た
『
廃
園
』『
寂
し
き
曙
』
か
ら
続
く
詩
的
性
格
に
着
目
し
つ
つ
『
白
き
手
の
猟
人
』
に
見
ら
れ
る
象
徴
性
に
つ
い
て

考
察
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
『
白
き
手
の
猟
人
』
は
以
下
の
五
篇
に
分
類
で
き
る
。
分
類
は
お
お
よ
そ
作
品
の
発
表
年
月
・
制
作
年
に
従
っ
て
い
る
と
さ
れ
、
こ

の
こ
と
か
ら
『
白
き
手
の
猟
人
』
が
前
述
し
た
よ
う
に
『
寂
し
き
曙
』
と
『
幻
の
田
園
』
の
過
渡
期
の
作
品
で
あ
り
、
詩
的
性
格
を
前
集
か

ら
引
き
継
い
で
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
次
集
に
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
が
言
え
る
。
以
下
は

20
中
島
を
参
考
と
し
た
『
白
き
手
の
猟
人
』
の
分

類
で
あ
る
。

「
谷
間
の
風
」
：
『
寂
し
き
曙
』
に
続
く
。
全
て
明
治
四
十
四
年
に
発
表
さ
れ
、
青
春
性
の
喪
失
に
纏
わ
る
苦
悩
と
そ
こ
か
ら
の
脱
出
の
情

調
が
主
題
を
成
す
。

「
血
の
嬰
児
」
：
全
て
明
治
四
十
五
年
に
発
表
。
人
生
と
自
然
に
対
す
る
最
も
深
い
蠱
惑
的
情
調
が
形
象
化
さ
れ
た
、
特
に
象
徴
性
に
富
ん

だ
群
と
い
え
る
。

「
僧
の
娘
」
：
集
中
唯
一
の
劇
詩
的
発
想
を
採
っ
た
も
の
。

「
知
恵
」
：
主
観
的
だ
が
知
性
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
他
篇
よ
り
も
ド
ラ
イ
で
思
索
的
認
識
性
を
有
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

「
想
曲
」
：
最
後
の
五
篇
を
集
め
た
も
の
。
心
中
の
醸
さ
れ
た
想
い
の
世
界
を
自
然
の
叙
景
を
通
し
て
表
現
し
た
も
の
な
ど
、
心
の
想
い
を

中
心
に
し
て
い
る
。

中
島
は
以
上
の
よ
う
な
分
類
を
成
す
『
白
き
手
の
猟
人
』
に
つ
い
て
「『
寂
し
き
曙
』
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
青
春
性
の
喪
失
に
纏
わ
る

苦
悩
、
悔
恨
、
救
済
に
関
す
る
詩
情
に
始
ま
り
、
や
が
て
青
春
や
人
生
に
対
す
る
深
い
情
感
が
情
調
象
徴
と
し
て
形
象
化
さ
れ
、
更
に
は
自

然
の
洞
察
へ
と
進
展
し
て
い
く
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
『
白
き
手
の
猟
人
』
は
、
前
述
し
た
『
寂
し
き
曙
』
で
得
た
青
春
へ
の
喪
失
・

苦
悩
・
悔
恨
を
核
と
し
て
情
調
的
・
象
徴
的
な
世
界
を
形
成
し
、
後
に
自
然
へ
と
意
識
を
独
立
さ
せ
〈
自
然
そ
の
も
の
の
本
質
的
生
命
〉
を
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捉
え
よ
う
と
し
た
、
露
風
の
精
神
史
的
展
開
を
も
示
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
露
風
の
象
徴
詩
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
た

め
、
自
然
や
生
命
へ
と
意
識
を
向
け
て
い
く
以
前
の
「
谷
間
の
風
」
篇
と
「
血
の
嬰
児
」
篇
に
特
に
焦
点
を
当
て
論
じ
て
い
く
。

ま
ず
は
こ
の
時
期
の
露
風
の
精
神
と
生
活
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
前
出
し
た
『
寂
し
き
曙
』
期
の
露
風
に
は
、
悪
い
文
明
に
よ
る

悲
劇
や
陰
鬱
・
苦
悶
を
抱
え
、
自
身
の
精
神
を
探
り
見
つ
め
た
姿
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
き
た
が
、『
白
き
手
の
猟
人
』
で
も
そ
の
よ
う

な
精
神
状
況
が
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

21
以
下
は
『
詩
歌
の
道
』「
我
が
詩
作
の
径
路
」（
大
十
四
・
七　

ア
ル
ス
）
と
い
う
露
風
の
自
著

に
記
載
さ
れ
た
、
露
風
が
当
時
を
振
り
返
っ
た
際
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
略
）『
白
き
手
の
猟
人
』
を
出
す
ま
で
の
三
年
と
い
ふ
も
の
は
、
私
に
と
つ
て
は
陥
没
の
時
代
で
あ
つ
た
。（
略
）

そ
の
頃
私
は
、
非
常
な
懐
疑
に
落
ち
て
ゐ
た
の
で
、
詩
も
殆
ど
遠
ざ
か
つ
た
よ
う
に
な
つ
て
い
た
。
沼
津
で
公
協
会
へ
時
々
行
つ
て

暮
し
て
ゐ
た
こ
と
や
、
京
都
で
の
僧
房
生
活
な
ど
は
、
私
に
と
つ
て
は
寔
に
意
味
ふ
か
い
記
憶
で
あ
る
。

で
、
と
も
か
く
も
、
三
年
た
つ
て
後
、
初
め
て
其
三
年
間
の
巡
礼
生
活
の
様
な
間
の
詩
を
集
め
て
見
る
気
に
な
つ
た
。
そ
れ
は
丁
度

向
ふ
の
峰
か
ら
こ
ち
ら
の
峰
へ
わ
た
る
の
に
、
非
常
に
深
い
谿
が
あ
つ
た
よ
う
に
、
さ
う
い
ふ
時
期
を
経
た
け
れ
ど
も
や
は
り
真
実
を

求
む
る
心
の
行
途
を
追
ふ
と
い
ふ
気
分
の
、
同
じ
連
続
に
ち
が
ひ
な
か
つ
た
。
そ
し
て
「
雪
の
上
の
鐘
」「
雪
の
上
の
郷
愁
」
と
い
ふ

や
う
な
詩
を
書
い
た
の
で
あ
る
。
純
白
な
何
も
な
い
雪
の
降
り
積
つ
た
し
ん

0

0

と
し
た

―
さ
う
し
た
境
が
、
夢
寝
に
通
よ
つ
て
ゐ
た
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
白
き
手
の
猟
人
』
刊
行
以
前
の
露
風
は
そ
の
精
神
を
「
陥
没
」「
非
常
な
懐
疑
」
と
い
う
よ
う
に
表
し
て
い
る
。
し
か
し

そ
こ
か
ら
の
回
復
に
つ
い
て
は
、「
真
実
を
求
む
る
心
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

鬱
屈
し
た
精
神
の
回
復
と
露
風
の
回
帰
す
る
美
意
識
の
問
題
に
つ
い
て
は
前
節
で
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
精
神
、
回
復

と
回
帰
を
経
て
表
出
さ
れ
た
作
品
に
つ
い
て
触
れ
て
い
き
た
い
。
以
下
は
前
述
の
自
著
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
雪
の
上
の
鐘
」（
明
四
四
・

一
『
新
潮
』
初
出
）
の
本
文
で
あ
る
。
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雪
の
上
の
鐘

心
の
上
に
暮
れ
方
の

追お
も
ひ
で憶
の
雪
は
静
に
ふ
り
つ
も
る
。

単
調
に
し
て
あ
ぢ
き
な
く

柔
ら
か
に
顫
へ
つ
ゝ
。

埋う
づ

も
る
ゝ
愁
は
下
に
眠
り
た
り
。

わ
が
声
は
閉
ぢ
、
覆
は
れ
て
、

燃
ゆ
る
墓
標
に
胸
を
を
く
。

さ
れ
ど
も
響
く
鐘
の
音
の
美
し
さ
、

晴
れ
し
涙
の
涼
や
か
さ
、

静
に
。
静
に
。
う
ち
揺
ら
ぐ
。

わ
が
心
は
う
ち
夢
む
、

は
て
な
く
あ
ゆ
み
行
か
ん
と
ぞ
。

あ
ゝ
彼
方
な
る
谷
間
の
風

ゆ
る
く
幽か

す
かに
我
が
胸
を
よ
び
さ
ま
す
…
…

愁
の
銀
の
日
没
は
、
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わ
が
身
に
深
く
ほ
ゝ
ゑ
め
り
。

か
よ
わ
き
雪
の
青
草
よ
、

あ
ゝ
青
草
よ
。
汝
の
ご
と
募
ひ
い
で
ん

―

彼
方
に
。
彼
方
に
。
手
も
繊か

弱よ
わ

く
。

「
雪
の
上
の
鐘
」
は
『
白
き
手
の
猟
人
』
の
巻
頭
を
飾
っ
た
詩
で
、
前
集
『
寂
し
き
曙
』
に
続
く
「
谷
間
の
風
」
篇
に
分
類
さ
れ
る
。『
寂

し
き
曙
』
か
ら
続
く
詩
的
性
格
で
あ
る
苦
悩
と
悔
恨
の
表
出
に
つ
い
て
、
作
中
に
登
場
す
る
「
燃
ゆ
る
墓
標
」
に
着
目
し
て
考
え
て
い
き
た

い
。
こ
れ
に
つ
い
て

22
佐
藤
は
「
憂
い
や
嘆
き
の
声
と
い
っ
た
過
去
の
も
の
が
埋
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
標
で
あ
る
」
と
指
摘
し
た
。
過

去
苦
悩
と
悲
し
み
に
苛
ま
れ
、
精
神
の
模
索
を
経
た
こ
と
で
生
ま
れ
た
「
わ
が
声
」
は
「
追
憶
の
雪
」
が
静
か
に
降
り
積
も
る
な
か
、「
燃

ゆ
る
墓
標
」
と
い
う
目
印
を
残
し
て
と
も
に
埋
ま
っ
て
い
く
。

「
燃
ゆ
る
墓
標
」
と
い
う
表
現
を
見
た
と
き
、
そ
こ
に
「
墓
標
」
と
い
う
明
確
な
標
を
も
っ
て
埋
ま
っ
て
い
る
苦
悩
や
悔
恨
を
発
見
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
は
前
集
『
寂
し
き
曙
』
で
発
見
・
確
立
さ
れ
た
詩
的
性
格
で
あ
り
、
そ
の
存
在
を
示
す
「
墓
標
」
は
『
寂
し
き

曙
』
か
ら
の
繋
が
り
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
露
風
の
過
去
の
精
神
の
模
索
と
苦
悩
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

次
に
「
雪
の
上
の
鐘
」
と
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
「
白
き
手
の
猟
人
」（
明
四
四
・
一　
『
三
田
文
学
』
初
出
）
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。
以

下
に
本
文
を
記
載
す
る
。

白
き
手
の
猟
人

太
陽
は
、
か
が
や
く
絹
に
つ
ゝ
ま
れ

終を
は
りの
ほ
ゝ
ゑ
み
は
白
く
熱
し
た
り
。
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そ
は
我
ら
の
上
、

草そ
う
も
く木
と
恋
と
の
上
に
。

身
は
深
き
憂う
れ
ひの
中
に
つ
ゝ
ま
れ
て

す
ゝ
り
泣
く
風
景
の
、

光
の
陰
を
さ
ま
よ
ひ
た
り
。

あ
ゝ
君
が
白
き
手
の
猟
人
よ
、

君
が
手
は
何
か
探
り
し
。

優
し
き
胸
の
み
だ
れ
た
る
草く

さ
む
ら叢
に
、

黄こ
が
ね金
な
す
草
叢
に
。

君
が
手
は
か
く
も
告
げ
な
ん
、

『
百
合
が
つ
く
り
し
塒
の
中

宝
石
の
胸
や
ぶ
れ
て

傷
き
し
小
鳥
は
そ
こ
に
死
し
た
り
』
と
。

か
く
て
今
、
太
陽
は
終
り
に
呼
吸
す
。

わ
れ
ら
が
野
よ
り
の
小
逕
に
、

日
は
美
は
し
き
霊
魂
の
如
く
に
ま
た
。

「
白
き
手
の
猟
人
」
で
も
「
身
は
深
き
憂
の
中
に
つ
ゝ
ま
れ
て
」
や
「『
傷
き
し
小
鳥
は
そ
こ
に
死
し
た
り
』
と
」
と
い
っ
た
箇
所
に
喪
失
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と
苦
悩
、
悔
恨
の
情
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
陰
鬱
は
「
か
が
や
く
絹
に
つ
ゝ
ま
れ
」
て
い
る
「
太
陽
」
や
「
黄
金
な

す
草
叢
」、「
恋
」
に
よ
っ
て
柔
ら
か
く
包
み
込
ま
れ
る
。
陰
鬱
を
柔
ら
か
で
美
し
い
情
調
で
包
み
こ
ん
だ
表
現
か
ら
は
、
露
風
の
瞑
想
性
と

幽
玄
の
美
と
い
っ
た
性
格
が
見
て
取
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
作
品
で
は
前
集
に
続
く
苦
悩
や
悔
恨
、
喪
失
と
い
っ
た
陰
鬱
が
見
ら
れ
る
。「
白
き
手
の
猟
人
」
で
は
そ

れ
を
柔
ら
か
く
美
し
い
情
調
で
覆
い
、「
雪
の
上
の
鐘
」
で
は
「
さ
れ
ど
も
響
く
鐘
の
音
の
美
し
さ
」
と
い
う
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
。
こ

れ
ら
を
ふ
ま
え
て
次
は
「
雪
の
上
の
鐘
」
の
「
鐘
の
音
」
に
着
目
し
、
二
作
品
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
陰
鬱
と
美
し
い
情
調
の
表
す
も
の
に
つ

い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

「
雪
の
上
の
鐘
」
に
突
如
登
場
す
る
「
鐘
の
音
」
に
つ
い
て

23
中
島
は
、「『
寂
し
き
曙
』
の
頃
と
は
違
っ
て
、
明
確
に
救
い
の
鐘
の
音
と

希
望
の
谷
間
の
風
と
を
見
出
し
、
涙
に
濡
れ
つ
つ
も
明
る
い
ほ
ほ
え
み
の
境
地
に
至
」
っ
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
同
時
に

24
福
島
朝
治
は

「
激
し
い
情
念
は
影
を
ひ
そ
め
、
穏
や
か
な
追
憶
の
情
は
「
燃
ゆ
る
墓
標
に
胸
を
お
く
」
ば
か
り
で
、
し
っ
と
り
と
し
た
い
と
お
し
み
の
気

分
が
支
配
し
て
い
る
。（
略
）
彼
の
視
線
は
、
む
し
ろ
強
く
未
来
へ
投
射
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
次
の
連
は
示
し
て
い
る
。（
略
）「
鐘
の
音
」

の
響
き
に
心
洗
わ
れ
、
そ
の
音
に
う
な
が
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
は
新
た
な
人
生
に
向
か
っ
て
「
は
て
な
く
歩
み
行
か
ん
と
ぞ
」
思
う
の
で
あ

る
」
と
述
べ
た
。
つ
ま
り
苦
悩
と
陰
鬱
を
内
包
し
た
「
燃
ゆ
る
墓
標
」
は
、
次
の
瞬
間
に
「
鐘
の
音
」
に
よ
っ
て
救
わ
れ
、
希
望
を
も
っ
て

未
来
、
福
島
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
新
た
な
人
生
」
へ
と
向
か
う
の
で
あ
る
。

以
上
を
ふ
ま
え
る
と
、
作
中
の
「
鐘
の
音
」
は
苦
悩
か
ら
の
回
復
の
象
徴
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
未
来
へ
の
希
望
を
表
す
象
徴
で
も
あ
っ

た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
〈
苦
悩
か
ら
の
回
復
〉
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
『
寂
し
き
曙
』
で
陰
鬱
や
苦
悩
が
露
風
に
内
面
化
し
な

か
っ
た
要
因
で
あ
っ
た
。「
鐘
の
音
」
と
い
う
表
現
か
ら
苦
悩
か
ら
の
救
済
、
回
復
の
象
徴
と
い
う
要
素
を
読
み
取
っ
た
と
き
、
そ
こ
に
は

陰
鬱
・
苦
悩
の
非
内
面
化
と
い
う
問
題
が
『
寂
し
き
曙
』
か
ら
持
ち
越
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

さ
ら
に
苦
悩
や
陰
鬱
か
ら
あ
っ
さ
り
と
救
済
さ
れ
る
点
に
は
、
露
風
の
『
廃
園
』
時
代
に
築
い
た
甘
い
陶
酔
の
美
意
識
の
潜
在
と
回
帰
を

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
時
に

25
中
島
は
「
露
風
の
内
的
・
思
想
性
の
限
界
が
示
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
前
節
で
述
べ
た
よ

う
に
、
露
風
は
陰
鬱
や
苦
悩
を
内
面
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
非
内
面
化
を
表
し
、
ま
た
補
完
す
る
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
の
が
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美
し
い
優
雅
な
情
調
や
言
葉
に
よ
る
救
済
と
回
復
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
安
易
な
救
済
と
回
復
に
作
品
の
舵
を
切
っ
た
点
に
、

中
島
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
露
風
の
思
想
性
の
限
界
」
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　
　
　
　

㈢
「
血
の
嬰
児
」
篇
に
見
る
二
つ
の
面
、
精
神
の
陰
り

「
谷
間
の
風
」
篇
で
苦
悩
と
陰
鬱
か
ら
優
雅
に
回
復
し
、
そ
の
点
に
「
思
想
性
の
限
界
」
を
垣
間
見
せ
た
後
、
露
風
は
「
血
の
嬰
児
」
篇

を
制
作
・
発
表
す
る
。「
血
の
嬰
児
」
篇
に
つ
い
て

26
中
島
は
「
最
も
象
徴
性
に
富
み
、
集
中
の
白
眉
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
我
が
国
の
象

徴
詩
の
最
高
峰
を
示
す
も
の
と
い
い
得
る
」
と
高
く
評
価
し
、「
そ
の
被
象
徴
内
容
は
い
ず
れ
も
わ
が
人
生
に
対
す
る
内
な
る
想
い
で
あ
る

が
、
そ
の
発
想
に
は
や
や
異
な
っ
た
二
つ
の
面
が
認
め
ら
れ
る
」
と
述
べ
た
。

そ
れ
で
は
「
最
も
象
徴
性
に
富
ん
だ
」
と
さ
れ
る
「
血
の
嬰
児
」
篇
に
見
ら
れ
る
〈
二
つ
の
面
〉
と
は
何
か
。
本
節
で
は
「
血
の
嬰
児
」

篇
の
作
品
を
取
り
上
げ
、
こ
の
〈
二
つ
の
面
〉
と
い
う
特
徴
と
性
質
を
考
察
し
明
ら
か
に
し
、
露
風
の
構
築
し
た
象
徴
詩
の
詩
的
性
格
、
ひ

い
て
は
露
風
の
象
徴
詩
の
内
実
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い

ま
ず
一
つ
目
の
面
と
し
て
、「
自
己
の
心
情
を
中
心
と
し
た
幻
想
的
情
調
」
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
「
苦
悩
の
歌
」（
明

四
五
・
二
）
を
取
り
上
げ
考
え
て
い
く
。
以
下
は
「
苦
悩
の
歌
」
本
文
で
あ
る
。

苦
悩
の
歌

暮
れ
て
か
ゞ
や
く
わ
が
胸
に
、

夜
の
潮
の
寄
す
る
時
。

死
の
ほ
め
う
た
か
、
蒼
ざ
め
て
『
苦
悩
』
が
よ
ば
ふ
も
ろ
ご
ゑ
か
、

緑
い
ろ
な
る
あ
こ
が
れ
の

－77－

『
白
き
手
の
猟
人
』
に
お
け
る
三
木
露
風
の
〈
象
徴
〉



船
の
帆
ば
し
ら
音
に
ひ
ゞ
く
。

の
す
た
る
ぢ
あ
よ
。
満み
ち
し
ほ潮
に
、

う
ね
り
も
痛
く
お
そ
ろ
し
く

悪
し
き
願
ひ
の
も
ろ
つ
ば
さ

影
の
ご
と
く
に
は
ら
み
た
る
。

あ
た
り
は
金
の
朧
ろ
め
き
、

秘
密
の
青
の
お
ぼ
ろ
め
き
、

悩
み
の
天
に
さ
し
ゝ
め
す

雲
の
旗は

た

手て

の
星
じ
る
し
。

飢
ゑ
て
か
ゞ
や
く
霊
の

黒
の
な
や
み
の
星
じ
る
し
。

あ
や
し
き
海
よ
。
わ
が
船
は
、

燦
爛
と
し
て
遅
々
と
し
て

な
が
め
の
な
か
に
お
し
す
ゝ
む
。

さ
れ
ば
悲
し
き
形な

き
が
ら体
も
、

さ
み
し
き
恋
の
幽
霊
も
、

ほ
の
ほ
の
ご
と
く
す
ゝ
り
泣
き

か
の
島
か
げ
に
な
ほ
た
の
む
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恍
惚
を
こ
そ
慕
ひ
た
れ
。

夜
は
群
青
の
び
ろ
う
ど
の

波
の
上
へ
と
の
り
あ
ぐ
る
。

不ふ

言ご
ん

の
嵐
渦
ま
け
る

波
の
ゆ
め
ぢ
へ
の
り
か
け
る
。

の
す
た
る
ぢ
あ
よ
。
な
ほ
強
く

わ
が
胸
の
上
に
こ
ゑ
あ
げ
よ
、

悲
し
み
に
酔
ふ
そ
の
こ
ゑ
を
。

の
す
た
る
ぢ
あ
よ
。
い
と
強
く

暮
れ
て
か
ゞ
や
く
夜
の
潮
に
。

こ
の
作
品
で
は
『
寂
し
き
曙
』
及
び
「
谷
間
の
風
」
篇
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
陰
鬱
、
苦
悩
の
性
格
が
よ
く
見
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
苦
悩
と

陰
鬱
と
い
う
内
面
化
し
得
な
か
っ
た
詩
的
性
格
へ
の
回
帰
と
、
そ
の
際
に
安
易
に
回
復
と
救
済
に
走
っ
た
反
動
が
見
て
取
れ
る
。

ま
た
『
寂
し
き
曙
』
や
「
谷
間
の
風
」
篇
の
作
品
と
は
異
な
り
、
苦
悩
や
陰
鬱
、
悲
劇
的
な
精
神
の
陰
り
が
救
わ
れ
ず
、
回
復
・
救
済
の

兆
し
が
作
中
に
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
救
済
と
回
復
の
代
替
と
し
て
、
作
中
に
は
本
軸
に
据
え
て
描
か
れ
る
苦
悩
や
悲
し
み
す
ら
も

超
越
す
る
か
の
よ
う
な
、
強
く
胸
に
こ
み
あ
げ
て
く
る
「
の
す
た
る
ぢ
あ
」
の
恍
惚
と
陶
酔
の
姿
が
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て

27
三
浦
は
「
長
い
間
彼
を
犯
し
た
精
神
の
病
が
つ
い
に
彼
を
滅
ぼ
し
た
時
に
生
ま
れ
た
、
い
わ
ば
放
心
に
近
い
一
種
の
恍

惚
感
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
露
風
は
苦
悩
や
陰
鬱
の
内
面
化
に
よ
る
作
品
へ
の
昇
華
・
投
影
に
は
至
ら
な

か
っ
た
が
、
精
神
に
は
そ
の
苦
悩
と
陰
鬱
と
い
っ
た
精
神
の
陰
り
そ
の
も
の
が
長
く
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
陰
り
こ
そ
が
作
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品
に
苦
悩
や
悲
し
み
、
陰
鬱
の
性
格
を
少
な
か
ら
ず
も
た
ら
し
た
要
因
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
前
述
し
た
安
易
な
回
復
と
救
済
・
神
へ
の

希
求
か
ら
は
、
そ
の
陰
り
と
真
向
か
ら
対
面
す
る
こ
と
を
避
け
た
露
風
の
姿
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
苦
悩
と
陰

鬱
を
昇
華
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
露
風
の
不
徹
底
さ
が
、「
血
の
嬰
児
」
篇
で
〈
た
だ
感
情
を
叫
び
恍
惚
す
る
姿
〉
を
表
す
に
至
っ
た
要
因

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

同
時
に
こ
の
作
品
か
ら
は
、
露
風
が
自
身
の
内
に
眠
る
陰
鬱
・
苦
悩
と
い
っ
た
己
の
感
情
の
叫
び
を
被
象
徴
内
容
と
し
て
い
た
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。
自
身
の
内
な
る
心
情
を
〈
叫
び
〉
と
し
て
、
そ
れ
を
放
心
し
た
よ
う
に
恍
惚
と
情
調
的
に
う
た
っ
た
点
が
〈
一
つ
目
の
面
〉
の

特
徴
で
は
な
い
か
。

次
に
二
つ
目
の
面
と
し
て
「
浪
漫
的
憧
憬
と
ア
ン
ニ
ュ
イ
の
虚
無
的
信
条
と
が
、
自
然
の
風
物
の
中
に
融
け
合
わ
さ
れ
、
一
元
化
し
て
表

現
さ
れ
た
も
の
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
「
死
の
ね
が
ひ
」（
明
四
五
・
一
『
朱
欒
』
初
出
）
を
取
り
上
げ
考
え
て
い
き
た

い
。

死
の
ね
が
ひ

香に
ほ

へ
る
国
の
日
没
は

遠
き
は
て
よ
り
よ
び
さ
ま
す
、

衰
へ
し
身
の
く
れ
が
た
の

金き
ん
し
ゃ紗
の
夢
に
落
つ
る
こ
ゑ
。

の
ぞ
み
溺
る
る
空
あ
ひ
に

秘
密
の
光
か
が
や
け
り
、

焔
は
い
つ
か
蒼
ざ
め
て

花
の
香
ひ
を
焦
が
す
時
。
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幽
か
に
、
幽
か
に
薄く
れ
が
た暮
の

我
が
風
景
は
泣
き
よ
ば
ん

よ
ろ
め
く
森
の
悩
ま
し
く

死
の
恍
惚
の
き
た
る
ま
へ

心
の
内
に
い
と
惨む

ご

き
、
優
し
き
力
我
は
知
る

夜
中
と
な
れ
ど
日
は
落
ち
ず
、

空
は
皺
だ
む
練
絹
に
、

金
と
黒
と
の
死
の
願
ひ

燦
め
き
な
が
ら
、
揺
れ
な
が
ら
。

こ
の
作
品
の
「
衰
へ
し
身
」
や
「
金
と
黒
と
の
死
の
願
ひ
」
と
い
っ
た
箇
所
に
は
、
前
述
し
た
「
苦
悩
の
歌
」
の
よ
う
な
陰
鬱
な
詩
的
性

格
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、「
香
へ
る
国
の
日
没
」
や
「
花
の
香
ひ
」
と
い
っ
た
自
然
や
風
景
の
登
場
、
ま
た
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
与
え

ら
れ
る
生
命
の
印
象
が
「
苦
悩
の
歌
」
と
異
な
る
点
で
あ
る
。
陰
鬱
・
苦
悩
と
い
う
精
神
の
陰
り
が
自
然
の
風
物
と
融
合
し
表
現
さ
れ
、
ア

ン
ニ
ュ
イ
と
も
虚
無
と
も
捉
え
ら
れ
る
独
特
で
微
妙
な
情
調
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
苦
悩
や
陰
鬱
と
自
然
の
情
景

と
の
融
合
が
〈
二
つ
目
の
面
〉
の
特
徴
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
作
中
に
登
場
す
る
「
恍
惚
」
と
い
う
語
に
着
目
し
た
い
。

28
前
述
し
た
四
十
四
年
十
二
月
に
書
か
れ
た
散
文
「
湖
畔
よ
り
」
に
立

ち
返
る
と
、『
白
き
手
の
猟
人
』
を
制
作
す
る
以
前
の
精
神
状
況
に
つ
い
て
露
風
は
「
今
僕
の
形
骸
ば
か
り
の
胸
に
は
僅
か
に
消
ゆ
る
ば
か

り
の
恍
惚
の
焔
が
纏
は
つ
て
ゐ
る
」
と
記
し
て
い
る
。

「
消
ゆ
る
ば
か
り
の
恍
惚
の
焔
」
は
、
露
風
の
『
白
き
手
の
猟
人
』
を
制
作
す
る
意
欲
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
苦
悩
と
陰
鬱
の
精
神
を
経
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て
生
ま
れ
た
露
風
の
詩
作
状
態
を
表
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
精
神
に
よ
っ
て
露
風
は
象
徴
詩
集
と
し
て
高
い
評
価
を
得
た
『
白
き

手
の
猟
人
』
を
制
作
し
た
。

29
三
浦
は
こ
の
精
神
に
つ
い
て
「『
消
ゆ
る
ば
か
り
の
恍
惚
の
焔
』
は
、「
黄
昏
の
ゆ
め
」「
窓
」
あ
た
り
か
ら

明
確
に
作
品
に
表
れ
、「
死
の
ね
が
ひ
」（
明
45
・
１
）「
苦
悩
の
歌
」（
明
45
・
２
）（
略
）
な
ど
に
お
い
て
は
、
一
種
の
幻
覚
・
幻
想
を
生

む
に
至
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
露
風
の
有
し
て
い
た
「
消
ゆ
る
ば
か
り
の
恍
惚
の
焔
」
の
「
谷
間
の
風
」
篇
後
期
に
作
ら
れ
た
作
品
か
ら

そ
の
精
神
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
「
最
も
象
徴
性
に
富
」
ん
だ
と
さ
れ
る
「
血
の
嬰
児
」
篇
で
は
、
そ
の
精
神
に
よ
り
生
ま
れ
得
る

効
果
と
し
て
幻
想
と
幻
覚
の
世
界
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

「
苦
悩
の
歌
」
で
も
「
恍
惚
を
こ
そ
慕
ひ
た
れ
」
の
よ
う
に
「
恍
惚
」
と
い
う
語
の
登
場
が
あ
る
。
ま
た
精
神
の
苦
悩
と
陰
鬱
に
よ
る
感

情
の
叫
び
の
様
子
に
〈
恍
惚
〉
の
状
態
・
詩
的
性
格
を
見
出
し
、
そ
れ
が
一
種
の
苦
悩
と
陰
鬱
に
よ
る
放
心
の
状
態
か
つ
〈
一
つ
目
の
面
〉

で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

「
死
の
ね
が
ひ
」
で
は
「
死
の
恍
惚
の
き
た
る
ま
へ
」
の
よ
う
に
「
恍
惚
」
の
語
が
登
場
す
る
。
同
作
は
精
神
の
陰
り
と
自
然
の
情
景
の

融
合
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
が
ア
ン
ニ
ュ
イ
で
独
特
な
情
調
を
生
み
出
し
て
〈
二
つ
目
の
面
〉
と
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
述
べ
た
。

二
作
に
は
同
語
が
登
場
す
る
こ
と
、
ま
た
制
作
時
期
が
近
い
こ
と
、
散
文
の
書
か
れ
た
時
期
か
ら
間
も
な
い
時
に
制
作
さ
れ
た
作
品
で
あ

る
こ
と
な
ど
か
ら
、
恍
惚
と
放
心
、
自
己
陶
酔
の
精
神
は
二
作
に
共
通
す
る
詩
的
性
格
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
苦
悩
や
陰
鬱
と
い
っ
た
精

神
の
陰
り
を
内
面
化
で
き
な
か
っ
た
露
風
は
、
そ
こ
か
ら
『
廃
園
』
時
代
に
築
き
上
げ
た
幽
玄
の
美
意
識
に
よ
っ
て
救
済
と
回
復
を
得
、
神

へ
の
希
求
を
覚
え
、『
白
き
手
の
猟
人
』「
血
の
嬰
児
」
篇
で
恍
惚
の
境
地
を
見
出
し
た
。
そ
し
て
そ
の
恍
惚
の
境
地
は
、「
苦
悩
の
歌
」
や

「
死
の
ね
が
ひ
」
の
よ
う
な
露
風
独
自
の
象
徴
詩
を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　
　
　
　

お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
『
廃
園
』『
寂
し
き
曙
』
か
ら
『
白
き
手
の
猟
人
』
へ
と
続
く
過
程
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
に
地
続
き
的
に
存
在
し
た
陰
鬱
や

苦
悩
、
悔
恨
と
い
っ
た
精
神
の
陰
影
、、
ま
た
そ
れ
ら
の
非
内
面
化
を
軸
と
し
て
『
白
き
手
の
猟
人
』
に
見
ら
れ
る
詩
的
性
格
を
考
察
し
て
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き
た
。

〈
精
神
の
陰
り
〉
に
つ
い
て
、
露
風
は
こ
れ
以
上
苦
悩
や
陰
鬱
を
内
面
化
し
作
品
に
投
影
・
昇
華
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て

そ
の
非
内
面
化
を
「
お
ぼ
れ
る
」
美
意
識
へ
の
回
帰
に
よ
る
美
し
い
情
調
に
溢
れ
た
救
済
と
回
復
に
よ
っ
て
補
完
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、

作
品
に
漂
う
ム
ー
ド
あ
る
い
は
叙
情
性
の
性
格
を
強
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
露
風
独
自
と
評
価
さ
れ
た
〈
露
風
の
象
徴
詩
〉
の
内
実

で
あ
り
一
端
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て

30
佐
藤
は
「『
白
き
手
の
猟
人
』
で
は
、
は
か
な
く
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
観
念
を
、
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
述

べ
、
同
時
に
「
そ
の
傾
向
は
、
明
確
に
認
識
で
き
る
も
の
を
も
、
情
緒
的
に
ぼ
か
し
て
し
ま
う
結
果
に
な
っ
た
」
と
評
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、『
白
き
手
の
猟
人
』
に
見
ら
れ
る
象
徴
性
の
内
実
に
は
、
精
神
の
陰
り
の
非
内
面
化
と
「
お
ぼ
れ
る
」
美
意
識
に

よ
る
回
復
と
救
済
が
あ
っ
た
。
ま
た
〈
精
神
の
陰
り
〉
は
放
心
的
・
恍
惚
的
な
感
情
の
叫
び
、
さ
ら
に
自
然
情
景
と
の
融
合
に
よ
る
ア
ン

ニ
ュ
イ
な
情
調
と
い
う
〈
二
つ
の
面
〉
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
後
、
露
風
は
次
第
に
自
然
や
生
命
と
い
っ
た
人
間
を
超
越
し
た
存
在
へ
と
意
識
を
向
け
、
第
五
詩
集
と
な
る
『
幻
の
田
園
』（
大
四
・

五　

東
雲
堂
書
店
）
を
刊
行
す
る
。
そ
こ
で
は
象
徴
詩
か
ら
遠
く
離
れ
て
、
神
や
信
仰
、
宗
教
へ
と
傾
倒
す
る
露
風
の
姿
が
認
め
ら
れ
る
。

露
風
の
象
徴
詩
は
『
白
き
手
の
猟
人
』
が
頂
点
と
な
っ
た
と
同
時
に
終
点
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。

注１　

露
風
の
概
略
に
つ
い
て
、『
三
木
露
風
研
究
：
「
廃
園
」
の
成
立
』（
昭
五
二
・
五　

明
治
書
院
）
森
田
実
歳　
ｐ
５
―
ｐ
16
、『
日
本
の
詩
歌
二　

土
井

晩
翠
・
薄
田
泣
菫
・
蒲
原
有
明
・
三
木
露
風
』（
昭
四
四
・
三　

中
央
公
論
社
）
松
村
緑　
ｐ
403
―
404
を
参
考
に
し
た
。

２　
『
三
木
露
風
研
究
：
「
廃
園
」
の
成
立
』（
昭
五
二
・
五　

明
治
書
院
）
森
田
実
歳　
ｐ
７

３　

２
に
同
じ　
ｐ
15
―
ｐ
16

４　

２
に
同
じ　
ｐ
３
―
ｐ
４

５　
『
象
徴
詩
の
研
究

―
白
秋
・
露
風
を
中
心
と
し
て

―
』（
昭
五
七
・
九　

桜
楓
社
）
中
島
洋
一　
ｐ
131
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６　

ペ
ー
ジ
と
も
５
に
同
じ

７　
『
研
究　

露
風
・
犀
星
の
抒
情
詩
』（
昭
五
三
・
三　

秋
山
書
店
）
三
浦
仁　
ｐ
22

８　
「〈
ふ
る
さ
と
の
〉
成
立
考

―
そ
の
モ
デ
ル
を
め
ぐ
っ
て

―
」（
昭
四
三
・
九　

稿
）
家
森
長
治
郎

『
続
・
三
木
露
風
研
究
』（
昭
五
八
・
九　

光
洋
社
）
安
部
宙
之
介　
ｐ
28
に
寄
稿
し
た
も
の
を
引
用
し
た
。

９　

２
に
同
じ　
ｐ
202

10　
『
三
木
露
風
全
集　

第
一
巻
』（
昭
四
七
・
十
二　

三
木
露
風
全
集
刊
行
会
）
ｐ
96

11　
『
我
が
歩
め
る
道
』（
昭
三
・
七　

厚
生
閣
書
店
）

『
三
木
露
風
全
集　

第
二
巻
』（
昭
四
八
・
七　

三
木
露
風
全
集
刊
行
会
）
の
ｐ
203
を
引
用
し
た
。

12　
『
露
風
集
』（
大
二
・
十
二　

東
雲
堂
書
店
）
序　

三
木
露
風

10
の
ｐ
132
を
引
用
し
た
。

13　
『
現
代
詩
鑑
賞
講
座
三　

美
を
夢
見
る
詩
人
た
ち
』（
昭
四
三
・
十
一　

角
川
書
店
）
佐
藤
房
儀
鑑
賞　
ｐ
245

14　
『
近
代
日
本
の
詩
歌
』（
昭
三
七
・
八　

宝
文
館
出
版
）
岡
崎
義
恵　
ｐ
95

15　

５
に
同
じ　
ｐ
159
―
ｐ
160

16　

７
に
同
じ　
ｐ
107
―
ｐ
109

17　

ペ
ー
ジ
と
も
16
に
同
じ

18　

10
の
ｐ
104
を
引
用
し
た
。

19　

５
に
同
じ　
ｐ
172

20　

５
に
同
じ　
ｐ
174
―
ｐ
175

21　
『
三
木
露
風
全
集　

第
二
巻
』（
前
出
）
の
ｐ
78
を
引
用
し
た
。

22　

13
に
同
じ　
ｐ
257

23　

５
に
同
じ　
ｐ
177
―
ｐ
178
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24　
『
三
木
露
風　

人
と
作
品
』（
昭
六
十
・
四　

教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
）　

福
島
朝
治　
ｐ
248
―
ｐ
249

25　

ペ
ー
ジ
と
も
23
に
同
じ

26　

５
に
同
じ　
ｐ
181
―
ｐ
183

27　

７
に
同
じ　
ｐ
114
―
ｐ
115

28　

18
に
同
じ

29　

ペ
ー
ジ
と
も
27
に
同
じ

30　

13
に
同
じ　
ｐ
231
―
232

＊
引
用
に
際
し
て
原
則
と
し
て
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
、
振
り
仮
名
は
適
宜
省
略
し
た
。

＊
本
稿
に
お
け
る
詩
作
品
の
引
用
は
全
て
『
三
木
露
風
全
集　

第
一
巻
』（
昭
四
七
・
十
二　

三
木
露
風
全
集
刊
行
会
）
を
用
い
た
。
以
下
に
引
用
ペ
ー
ジ
を

記
載
す
る
。

「
神
と
魚
」　　
　
　
ｐ
74

「
雪
の
上
の
鐘
」　　
ｐ
96

「
白
き
手
の
猟
人
」　
ｐ
97
―
ｐ
98

「
苦
悩
の
歌
」　　
　
ｐ
106

「
死
の
ね
が
ひ
」　　
ｐ
106
―
ｐ
107
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地
を
這
う
透
谷
─
「
亡
友
反
古
帖
」
よ
り
見
え
る
も
の

─九　
　

里　
　

順　
　

子

　
　
　
　

初
め
に

近
代
文
学
の
先
駆
者
、
北
村
透
谷
（
明
治
元
・
一
八
六
八
～
明
治
二
七
・
一
八
九
四
）
は
、
完
成
さ
れ
な
か
っ
た
数
多
く
の
構
想
を
残
し

て
い
る
。
透
谷
没
後
に
『
文
学
界
』
の
元
同
人
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
『
透
谷
全
集
』（
文
武
堂　

明
35
・
10
）
に
は
、
島
崎
藤
村
が
保
管

し
て
い
た
一
部
を
抜
き
出
し
て
紹
介
し
た
「
亡
友
反
古
帖
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る注

１

。

「
桃
太
郎
遠
征
記
」「
四
条
畷
」（
以
上
、
十
九
歳
ま
た
は
二
十
歳
頃
）「
人
間
村
漫
遊
記
」「
別
乾
坤
捜
索
日
記
」「
地
獄
極
楽
巡
遊
日
記
」

「
平
家
行
」「
常
盤
曲
」（
以
上
、
二
十
二
歳
よ
り
二
十
三
歳
頃
）
等
、
御
伽
草
子
、
戯
作
、
謡
曲
を
思
わ
せ
る
題
名
は
、
透
谷
の
関
心
の
幅

と
伝
統
的
な
文
芸
へ
の
親
炙
を
窺
わ
せ
る
。
中
で
も
、
藤
村
が
、
二
十
二
歳
よ
り
二
十
三
歳
の
頃
と
推
測
す
る
中
に
あ
る
「
荒
野
の
戦
ひ
」

は
、
そ
の
破
天
荒
な
筋
書
き
が
印
象
に
残
っ
た
と
見
え
て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
其
脚
色
は
非
常
に
豊
饒
な
る
野
あ
り
て
こ
ゝ
に
曾
て
蛇
を
平
げ
た
る
一
の
大
な
る
蜓
蚰
が
野
の
長
と
な
り
、
で
ん
〳
〵
虫
が
箱
を
か

つ
い
で
配
権
を
執
行
し
居
り
、
其
臣
下
に
は
虻
、
蜂
、
と
ん
ぼ
、
蛍
、
芋
虫
、
毛
虫
、
蚯
蚓
、
蜥
蜴
、
ま
つ
虫
、
す
ゞ
む
し
、
く
つ
は

む
し
、
蛙
、
き
り
〴
〵
す
、
蟬
、
蜻
蛚
、
赤
と
ん
ぼ
、
螽
、
ば
つ
た
、
ひ
ぐ
ら
し
、
か
じ
か
、
虱
、
蚤
、
宮
守
、
蟻
、
油
虫
、
蝿
、
蚊
、

げ
じ
〳
〵
、
百
足
、
わ
ら
じ
虫
、
け
ら
、
ふ
く
ろ
ぐ
も
、
く
さ
ひ
ば
り
、
玉
虫
、
黄
金
虫
、
な
ど
あ
り
て
双
蝶
を
主
人
公
と
と
な
し
、

こ
ゝ
に
蛇
外
よ
り
来
り
て
彼
等
と
戦
ひ
全
く
荒
野
と
な
る
の
趣
向
）

蛞
蝓
が
蛇
を
討
ち
破
っ
て
野
を
支
配
す
る
と
い
う
着
想
も
荒
唐
無
稽
だ
が
、
登
場
す
る
夥
し
い
虫
に
驚
か
さ
れ
る
。
成
敗
さ
れ
た
筈
の
蛇
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が
や
っ
て
来
て
、
戦
乱
の
果
に
全
て
が
壊
滅
す
る
と
い
う
結
末
も
、「
石
坂
ミ
ナ
宛
書
簡
草
稿　

一
八
八
七
年
十
二
月
十
四
日
」
に
、「
蓋
し

未
来
の
結
果
を
想
像
す
る
時
ハ
、
再
び
の
あ
の
大
洪
水
を
来
た
す
か
然
ら
ざ
れ
バ
あ
ま
た
の
く
り
す
と
を
出
す
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
到
底
社
界

の
破
滅
を
免
れ
ざ
ら
ん
」
と
書
か
れ
て
い
る
透
谷
の
虚
無
的
な
世
界
観
が
、
依
然
と
し
て
根
底
に
あ
っ
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。
蝶
と
い
う

モ
チ
ー
フ
は
、
短
い
晩
年
に
書
か
れ
た
「
蝶
の
ゆ
く
へ
」（『
三
籟
』
７
号　

明
26
・
９
）「
眠
れ
る
蝶
」（『
文
学
界
』
９
号　

明
26
・
９
）

「
双
蝶
の
別
れ
」（「
国
民
之
友
」
204
号　

明
26
・
10
）
と
い
う
一
連
の
抒
情
詩
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
透
谷
の
魂
の
表
象
で
あ
る
が
、
次
か

ら
次
へ
と
多
種
類
の
虫
を
挙
げ
て
い
く
透
谷
の
筆
の
運
び
に
は
、
憑
か
れ
た
よ
う
な
昂
揚
感
が
感
じ
ら
れ
る
。
透
谷
が
記
し
て
い
る
の
は
、

虫
と
い
う
概
念
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
身
の
存
在
と
し
て
の
虫
で
あ
る
。
透
谷
の
虫
へ
の
こ
の
こ
だ
わ
り
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　

一
、
自
己
投
影
と
俳
句

「
亡
友
反
古
帖
」
に
は
、
題
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
戯
曲
」
と
し
て
、「
蚯
蚓
を
見
て
感
あ
り
／
蚯
蚓
、
鼠
、
猫
、
狐
、
等
い
ろ

〳
〵
の
も
の
を
人
間
位
の
大
き
さ
に
し
て
、
形
を
造
り
て
各
そ
の
思
ふ
と
こ
ろ
を
言
は
し
む
べ
し
、
／
而
し
て
之
を
人
に
比
較
す
べ
し
。
／

智
情
意
の
動
物
を
し
て
各
其
性
質
を
顕
は
さ
し
め
ば
妙
」
と
い
う
覚
書
も
あ
る
。
異
類
譚
の
趣
も
あ
る
が
、「
而
し
て
之
を
人
に
比
較
す
べ

し
」
と
人
間
を
相
対
化
す
る
存
在
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
創
作
上
で
の
着
想
に
と
ど
ま
ら
な
い
透
谷
の
指
向
性
で
あ
る
。
透

谷
の
日
記
の
抄
出
で
あ
る
「
透
谷
子
漫
録
摘
集
」（
前
出
『
透
谷
全
集
』
所
収
）
を
読
む
と
、「
〇
地
龍
子
／
行
脚
の
草
鞋
紐
ゆ
る
み
ぬ
。
胸

に
ま
つ
は
る
悲
し
の
恋
も
思
ひ
疲
る
ゝ
ま
ゝ
に
衰
へ
ぬ
。
と
見
れ
ば
思
ひ
も
う
け
ぬ
所
に
目
新
ら
し
き
花
の
園
。
人
の
い
や
し
き
手
に
て
作

ら
れ
し
物
と
変
り
て
、
百
種
の
野
花
思
ひ
〳
〵
に
咲
け
る
ぞ
め
で
た
き
。
何
や
ら
ん
花
の
根
に
う
ご
め
く
物
あ
り
。
眼
を
下
向
け
て
見
れ
ば

地
龍
子
な
り
」（
明
24
・
５
・
９
）
と
透
谷
の
視
線
は
、
野
の
花
の
根
元
に
這
い
出
し
た
蚯
蚓
に
向
か
う
。
翌
明
治
二
十
五
年
一
月
十
五
日

に
は
「
コ
ー
サ
ン
ド
氏
よ
り
愈
々
免
職
の
相
談
あ
り
帰
途
歩
上
作
あ
り
。
／
ぬ
ら
〳
〵
と
か
ら
を
は
な
れ
た
蝸
牛
」
と
伝
道
師
の
コ
ー
サ
ン

ド
が
一
時
帰
米
す
る
た
め
、
通
訳
の
仕
事
を
罷
免
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
新
た
な
決
意
を
示
す
句
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
場
合
も
、「
か
ら
」

と
い
う
保
護
を
脱
ぎ
捨
て
た
剥
き
出
し
の
蝸
牛
に
自
分
を
擬
え
て
い
る
。
橋
詰
静
子
が
「
透
谷
は
、
蜓
・
蚰
な
ど
「
地
を
這
う
も
の
」
に
自
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分
を
擬
す
こ
と
が
あ
る
。注
２」
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
地
中
に
棲
み
、
地
を
這
う
虫
に
透
谷
は
自
己
投
影
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

小
説
「
我
牢
獄
」（『
女
学
雑
誌
』
甲
の
巻　

320
号　

明
25
・
６
）
の
「
デ
ン
マ
ル
ク
の
狂
公
子
を
通
じ
て
沙
翁
の
歌
ひ
た
る
如
く
に
我
は
天

と
地
と
の
間
を
蠕
ひ
め
ぐ
る
一
痴
漢
な
り
」
と
い
う
自
己
把
握
に
直
結
し
て
い
る
。
虫
に
共
振
す
る
身
体
感
覚
は
、
そ
の
ま
ま
形
而
上
的

な
位
置
付
け
に
昇
華
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
人
生
に
相
渉
る
と
は
何
の
謂
ぞ
」（『
文
学
界
』
２
号　

明
26
・
２
）
で
は
、「「
力

フ
オ
ー
ス」
と
し
て
の

自
然
は
、
眼
に
見
へ
ざ
る
、
他
の
言
葉
に
て
言
へ
ば
空
の
空
な
る
銃
鎗
を
以
て
時
々
刻
々
「
肉
」
と
し
て
の
人
間
に
迫
り
来
る
な
り
。」
と
、

死
が
不
可
避
で
あ
る
人
間
の
肉
体
の
儚
さ
が
鋭
敏
に
感
受
さ
れ
て
い
る
。
死
に
到
る
肉
体
と
い
う
点
で
、
透
谷
は
、
虫
も
人
も
等
し
く
非
力

な
存
在
で
あ
る
と
捉
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
透
谷
は
、
そ
こ
か
ら
「
吾
人
は
吾
人
の
霊
魂
を
し
て
、
肉
と
し
て
吾
人
の
失
ひ
た
る
自
由
を
、

他
の
大
自
在
の
霊
世
界
に
向
つ
て
縦
に
握
ら
し
む
る
事
を
得
る
な
り
。」
と
、
有
限
の
肉
体
を
「
美
妙
な
る
自
然
」
に
跳
躍
し
得
る
契
機
へ

と
反
転
さ
せ
る
。
地
に
棲
み
、
地
を
這
う
卑
小
な
生
き
物
は
、
透
谷
に
と
っ
て
、
人
間
の
実
存
を
見
る
思
い
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

虫
は
俳
句
の
季
語
で
あ
る
。
透
谷
は
、
一
月
に
夏
の
季
語
で
あ
る
蝸
牛
を
詠
ん
で
い
る
が
、
心
象
の
句
な
の
で
季
節
の
ず
れ
に
こ
だ
わ
る

必
要
は
な
い
。
注
意
す
べ
き
は
、
心
象
が
虫
の
句
と
し
て
詠
ま
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
橋
詰
に
よ
れ
ば注

３

、
透
谷
は
生
涯
で
二
十
二
句
を
遺
し
て

い
る
。
早
逝
し
た
と
は
言
え
、
決
し
て
多
い
数
で
は
な
い
。
し
か
し
、
自
由
民
権
運
動
の
地
、
川
口
村
を
再
訪
し
た
折
の
紀
行
文
「
三
日
幻

境
」（『
女
学
雑
誌
』
甲
の
巻　

325
、
327
号　

明
25
・
８
、
９
）
で
は
、
知
友
で
民
権
運
動
の
支
援
者
で
も
あ
っ
た
秋
山
国
三
郎
宅
に
宿
泊
し
、

「
七
年
を
夢
に
入
れ
と
や
水
の
音
」
と
民
権
運
動
離
脱
後
、「
一
種
の
牢
獄
」「
幾
多
の
苦
獄
を
経
歴
し
た
る
」
と
回
想
す
る
七
年
間
を
印
象

的
に
詠
ん
で
い
る
。
中
山
栄
暁
は注

４

、
こ
の
句
を
含
め
た
「（
略
）
翁
も
亦
た
ね
が
へ
り
の
数
に
夢
幾
度
か
と
ぎ
れ
け
む
、
む
く
〳
〵
と
起
き

て
我
を
呼
び
こ
れ
よ
り
談
話
俳
道
の
事
戯
曲
の
事
に
闌
に
し
て
い
つ
眠
る
べ
し
と
も
知
ら
れ
ず
。
わ
れ
は
眠
り
の
成
ら
ぬ
を
水
の
罪
に
帰
し

て
／
七
年
を
夢
に
入
れ
と
や
水
の
音
／
と
吟
み
け
る
に
翁
は
こ
れ
を
何
か
と
読
み
変
へ
て
見
た
り
。」
と
い
う
記
述
に
着
目
し
、「
批
評
や
指

導
を
受
け
た
こ
と
は
勿
論
の
こ
と
、「
俳
道
」
に
つ
い
て
学
ぶ
と
こ
ろ
、
大
な
る
も
の
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。」
と
推
測
し
て
い
る
。
透

谷
の
中
に
俳
句
は
根
を
下
ろ
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

国
三
郎
、
俳
号
龍
子
の
句
集
『
安
久
多
草
子
』（
明
22
・
10
）
は
、
小
沢
勝
美
に
よ
っ
て
解
読
さ
れ
、
労
作
『
透
谷
と
秋
山
国
三
郎　

附

秋
山
龍
子
句
集
「
安
久
多
草
子
」』（
私
家
版　

昭
49
・
７注

５

）
に
「
約
三
千
五
百
三
十
句
の
う
ち
か
ら
、
約
二
千
句
を
え
ら
ん
で
収
録
」
さ
れ
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た
。
虫
を
詠
ん
だ
中
で
気
に
な
る
も
の
を
挙
げ
て
み
る
。

雨
ら
し
き
鐘
の
響
き
や
火
取
虫

蟻
の
塔
爰
に
尊
し
大
三
十
日

灸や
い
とす
る
背
を
辷
り
け
り
冬
の
蝿

雛
の
首
並
へ
る
椽
や
冬
の
蝿

冬
の
蝿
真
綿
に
足
を
つ
ら
れ
け
り

世
に
愛
の
愁
も
云
ハ
す
蝸
牛

白
桃
や
蚋ぶ

と

の
生
る
ゝ
雨
後
の
畑

落
て
か
ら
蜂
の
出
て
行
椿
哉

て
ゝ
虫
の
小
粒
に
な
り
て
初
時
雨

蚊
の
声
や
気
短
に
置
筆
の
音

き
り
〳
〵
す
鳴
や
琵
琶
引
袖
の
う
ら

花
屑
に
這
ハ
せ
て
捨
る
毛
虫
哉

て
ふ
に
成
者
と
ハ
聞
け
と
毛
虫
哉

吹
落
て
丸
う
成
た
る
毛
虫
哉

糸
引
た
蜘
蛛
も
落
け
り
芥
子
の
花

世
界
中
見
る
気
て
這
ふ
か
蝸
牛

雷
に
向
ふ
さ
ま
見
ゆ
蝸
牛

う
き
世
に
ハ
さ
ハ
ら
ぬ
角
や
蝸
牛

引
込
ハ
世
の
中
の
丸
し
蝸
牛
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気
配
り
の
角
に
見
へ
け
り
蝸
牛

腹
立
つ
ハ
立
程
丸
き
毛
虫
哉

捻
し
向
た
毛
虫
に
志
さ
る
ひ
よ
こ
哉

虹
も
は
き
兼
ぬ
顔
し
て
蝸
牛

顔
へ
来
た
蝿
の
冷
た
き
小
春
哉

逃
る
気
の
な
き
に
し
あ
ら
す
冬
の
蝿

蝶
程
の
影
さ
す
秋
の
藪
蚊
哉

生
活
の
中
で
目
と
心
に
留
ま
っ
た
も
の
を
率
直
に
詠
ん
で
い
る
。『
三
冊
子
』（
服
部
土
芳
、
執
筆
は
元
禄
十
五
、
六
年
頃
か注

６

）
の
「
詩
・

歌
・
連
・
俳
は
と
も
に
風
雅
な
り
。
上
三
つ
の
も
の
に
は
余
す
所
も
、
其
の
余
す
所
ま
で
俳
は
い
た
ら
ず
と
い
ふ
所
な
し
。（
略
）
見
る
に

あ
り
、
聞
く
に
あ
り
、
作
者
感
ず
る
や
句
と
な
る
所
は
即
ち
俳
諧
の
誠
な
り
。」
の
実
践
と
も
言
う
べ
き
詠
み
方
で
あ
る
。
観
察
眼
が
利
い

て
お
り
、「
花
屑
に
這
ハ
せ
て
捨
る
毛
虫
哉
」「
蝶
程
の
影
さ
す
秋
の
藪
蚊
哉
」
な
ど
、「
俗
の
中
の
雅
」
で
あ
る
。

中
で
も
、
蝸
牛
の
句
が
多
い
の
が
注
意
さ
れ
る
。「
て
ゝ
虫
の
小
粒
に
な
り
て
初
時
雨
」
は
季
節
の
推
移
を
細
や
か
な
眼
差
し
で
詠
ん
で

い
る
が
、
そ
の
他
は
、
擬
人
化
で
あ
る
。
明
治
二
十
二
年
と
言
え
ば
、
二
月
に
大
日
本
帝
国
憲
法
発
布
、
三
月
に
第
一
回
帝
国
議
会
開
設
と

近
代
日
本
の
体
制
が
整
備
さ
れ
た
年
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
明
治
十
七
年
の
川
口
村
困
民
党
に
よ
る
八
王
子
警
察
署
襲
撃
（
九
月
）、
加
波

山
事
件
（
同
）、
秩
父
困
民
党
蜂
起
鎮
圧
（
十
月
）、
翌
十
八
年
の
大
阪
事
件
（
朝
鮮
独
立
計
画
及
び
そ
の
資
金
調
達
の
た
め
の
強
盗
事
件
）

と
自
由
党
員
の
逮
捕
（
八
～
十
一
月
）
と
い
う
自
由
民
権
運
動
の
瓦
解
の
後
の
成
立
で
も
あ
っ
た
。
透
谷
は
、
明
治
十
七
年
晩
秋
か
ら
翌
十

八
年
初
春
に
か
け
て
、
川
口
村
の
国
三
郎
宅
で
、
国
三
郎
、
盟
友
の
大
矢
正
夫
と
三
人
で
共
同
生
活
を
送
っ
た注

７

。「
三
日
幻
境
」
で
、「
お
も

む
ろ
に
庭
樹
を
眺
め
て
奇
句
を
吐
か
ん
と
す
る
も
の
は
此
家
の
老
畸
人
、
剣
を
撫
し
時
事
を
慨う

れ

ふ
る
も
の
は
蒼
海
、
天
を
仰
ぎ
流
星
を
数
ふ

る
も
の
は
我
れ
、
こ
の
三
個
一
室
に
同
臥
同
起
し
て
玉
兎
幾
度
か
欠
け
幾
度
か
満
ち
し
。」
と
回
想
さ
れ
て
お
り
、
一
歩
引
い
た
立
場
か
ら

見
守
っ
て
い
た
国
三
郎
、
透
谷
に
強
盗
計
画
参
加
を
要
請
し
（
こ
の
拒
絶
が
、
透
谷
の
民
権
運
動
離
脱
の
契
機
と
な
っ
た
）
自
ら
は
強
盗
を
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決
行
し
て
捕
縛
さ
れ
た
大
矢
正
夫
、
形
而
上
的
な
志
向
性
を
持
ち
、
運
動
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
に
な
る
透
谷
、
と
そ
の
後
の
彼
等
の
歩
み
も

含
め
て
三
者
三
様
の
姿
を
描
き
分
け
て
い
る
。
国
三
郎
に
と
っ
て
も
、
遥
か
に
年
若
い
二
人
と
過
ご
し
た
生
活
は
忘
れ
が
た
い
日
々
で
あ
っ

た
だ
ろ
う
。「
世
界
中
見
る
気
て
這
ふ
か
蝸
牛
」「
雷
に
向
ふ
さ
ま
見
ゆ
蝸
牛
」「
う
き
世
に
ハ
さ
ハ
ら
ぬ
角
や
蝸
牛
」「
引
込
ハ
世
の
中
の
丸

し
蝸
牛
」
と
い
う
一
連
の
蝸
牛
の
句
は
、
民
衆
の
権
利
主
張
が
弾
圧
さ
れ
お
上
に
楯
突
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
状
況
へ
の
鬱
屈
と
、
そ
れ
で

も
気
概
は
持
ち
続
け
る
姿
勢
が
投
影
さ
れ
て
い
る
。
蝸
牛
は
、
龍
子
の
心
情
を
託
す
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
、
透
谷
の
「
ぬ
ら
〳
〵
と
か
ら
を
は

な
れ
た
蝸
牛
」
は
同
様
の
詠
み
方
で
あ
る
と
言
え
る
。

ハ
ル
オ
・
シ
ラ
ネ
は
、「
十
七
世
紀
前
半
、
俳
諧
は
日
常
の
小
さ
な
虫
を
句
に
詠
み
、
庶
民
の
社
会
の
あ
り
さ
ま
を
表
現
す
る
よ
う
に
な

る
。
た
と
え
ば
、
前
述
の
『
毛
吹
草
』（
引
用
者
注
‥
松
江
重
頼
著　

正
保
二
・
一
六
四
五
）
に
は
、
蟻
、
シ
ラ
ミ
、
ケ
ラ
、
カ
タ
ツ
ム
リ
、

ナ
メ
ク
ジ
、
ノ
ミ
、
蝿
な
ど
日
常
生
活
で
出
会
う
虫
が
登
場
す
る
。
連
歌
で
付
句
を
す
る
た
め
に
縁
の
あ
る
言
葉
を
ま
と
め
た
「
付
合
」
の

表
で
は
、
シ
ラ
ミ
は
乞こ

つ
じ
き食
、
病
人
、
舟
、
藪
、
古
い
布
子
、
花
見
頃
な
ど
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
こ
れ
ら
が
俳
諧
に
お
け
る
シ
ラ
ミ
の
詩
的
連

想
と
な
っ
た
。注

８」
と
述
べ
て
お
り
、
和
歌
が
捨
象
し
た
俗
な
る
モ
チ
ー
フ
を
俳
諧
が
開
拓
し
、
新
し
い
季
語
は
、
庶
民
の
生
活
の
比
喩
と
し

て
も
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

正
岡
子
規
が
「
室
町
時
代
の
連
歌
の
発
句
か
ら
江
戸
時
代
末
期
の
俳
諧
の
発
句
ま
で
を
集
め
て
、
季
語
別
そ
の
他
、
い
く
つ
か
の
観
点
か

ら
分
類
整
理
し
た注

９

」
遺
稿
を
、
高
浜
虚
子
、
河
東
碧
梧
桐
、
寒
川
鼠
骨
が
校
訂
し
刊
行
し
た
『
分類
俳
句
全
集
』（
ア
ル
ス　

昭
３
・
３
～
４
・

９　

全
12
巻（1

注

）
を
見
る
と
、「
蝸
牛
」
は
、（
雨
）
／
（
天
文
）（
動
物
）
／
（
動
物
）
／
（
木
）（
竹
）
／
（
草
）
除
竹
（
葉
）
／
（
地
理
）

（
器
物
）
／
（
衣
冠
）（
神
人
）（
土
木
）（
飲
食
）
／
（
角
）
除
肢
体
等
／
（
殻
）（
人
事
）
除
体
角
等
／
除
肢
体
角
殻
人
事
等
、
と
詳
細
に

分
類
さ
れ
、
収
録
さ
れ
た
句
数
が
多
い
。
身
近
に
棲
み
、
自
分
の
家
を
背
負
っ
て
歩
む
よ
う
な
姿
が
、
古
か
ら
興
趣
を
誘
っ
て
来
た
の
だ
ろ

う
か
。「
梅
雨
晴
や
垣
ふ
ち
咶
る
蝸
牛
」（
除
来
）「
五
月
雨
や
物
干
竿
に
蝸
牛
」（
也
有
）「
た
の
み
な
き
角
と
し
思
へ
蝸
牛
」（
暁
台
）「
身

一
つ
は
容
る
ゝ
に
安
し
蝸
牛
」（
貫
支
）「
心
に
は
翅
も
あ
ら
め
蝸
牛
」（
午
心
）
と
、
龍
子
の
観
察
及
び
感
慨
に
通
じ
る
。「
蝸
牛
」
の
次
に

は
「
な
め
く
し
り
」
が
立
項
さ
れ
て
お
り
、「
五
月
雨
に
家
ふ
り
す
て
ゝ
な
め
く
し
り
」（
凡
兆
）「
我
道
を
付
し
よ
壁
の
な
め
く
し
り
」（
半

魯
）「
な
め
く
し
り
は
ふ
て
光
る
や
古
具
足
」（
嵐
雪
）「
身
の
果
は
い
つ
く
な
る
ら
ん
土
蝓
」（
牧
人
）
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
の
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方
が
観
察
が
鋭
く
繊
細
で
あ
り
、
心
象
と
し
て
も
深
い
。
シ
ラ
ネ
に
よ
れ
ば（（
注

、「
江
戸
時
代
後
期
に
な
る
と
、
自
然
の
文
化
的
、
視
覚
的
な

イ
メ
ー
ジ
は
本
草
学
の
影
響
を
強
く
受
け
る
よ
う
に
」
な
り
、
一
八
〇
三
（
享
和
三
）
年
に
、
曲
亭
馬
琴
が
季
節
と
月
ご
と
に
分
類
さ
れ
た

二
千
六
百
以
上
の
季
語
と
句
例
を
含
む
『
俳
諧
歳
時
記
』
を
出
版
す
る
。
一
八
五
一
（
嘉
永
四
）
年
に
は
、
改
訂
増
補
版
の
『
俳
諧
歳
時
記

栞
草
』（1

注

を
藍
亭
青
藍
が
出
版
す
る
。
こ
の
増
補
版
は
、『
栞
草
』
と
い
う
名
で
知
ら
れ
、
明
治
以
降
も
広
く
用
い
ら
れ
た
と
い
う
。『
俳
諧
歳

時
記
栞
草
』
の
「
蝸
牛
」
は
「
此
月
よ
り
五
月
ニ
至
て
、
霖な

が
あ
め雨
あ
る
と
き
、
蝸
牛
多
く
出
て
、
或
は
床
に
登
り
、
又
壁
に
黏つ

く
、
高
く
登
る

と
き
は
其
涎
随
て
尽
れ
ば
随
て
落
つ
、
其
貝
に
あ
り
て
、
人
を
見
る
と
き
は
蝟
縮
ス
、
児わ

ら
べ童
聚
り
て
出
出
虫
々
々
と
云
、
出
ざ
る
と
き
は
釜

を
打
破
ら
む
と
い
ふ
（
略
）」、「
蚰
蝓
」
は
「
附
蠃
は
、
皆
殻
を
負
ふ
蝸
牛
と
い
ふ
、
殻
な
き
を
蚰な

め
く
じ
り蝓
と
云
」
と
あ
り
、
両
者
は
殻
の
有
無

で
区
別
さ
れ
る
同
類
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

「
蝸
牛
」
の
項
目
に
は
、「〔
夫
木
〕
牛
の
子
に
ふ
ま
る
な
野
べ
の
蝸
牛
角
あ
れ
ば
と
て
身
を
な
た
の
み
そ　

寂
蓮
、「
五
元
集
」
文
七
に
ふ

ま
る
な
庭
の
か
た
つ
ぶ
り　

其
角
、
〇
文
七
は
髻
結
師
な
り
」
と
和
歌
と
俳
諧
の
用
例
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
植
木
朝
子
は（1

注

、
寂
蓮
の
こ
の

歌
に
つ
い
て
、
松
永
貞
徳
『
新
増
犬
筑
波
集
』（
寛
永
二
〇
・
一
六
四
三
）
の
「
ふ
み
こ
ろ
さ
れ
な
よ
な
か
た
つ
ぶ
り
」
の
句
の
注
と
し
て

引
用
さ
れ
、「
天
神
の
御
歌
と
な
む
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
、
江
戸
時
代
の
俳
諧
の
世
界
で
も
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ

う
と
推
測
し
て
い
る
。
更
に
、『
栞
草
』
が
挙
げ
て
い
る
其
角
の
句
も
含
め
て
、「
俳
諧
に
お
い
て
は
、
踏
み
つ
ぶ
さ
れ
る
蝸
牛
が
相
当
数
現

れ
る
」
が
、「『
梁
塵
秘
抄
』
今
様
の
よ
う
に
、
蝸
牛
の
動
き
に
関
心
を
寄
せ
、「
舞
ふ
」
と
擬
人
化
し
て
明
る
い
作
品
に
仕
上
げ
る
よ
り
も
、

踏
み
つ
ぶ
さ
れ
た
り
高
所
か
ら
落
ち
た
り
す
る
姿
や
懸
命
に
歩
く
姿
を
、
ユ
ー
モ
ア
に
く
る
み
な
が
ら
も
あ
る
哀
感
を
も
っ
て
捉
え
て
い
る

こ
と
が
多
い
。」
と
俳
諧
に
特
徴
的
な
蝸
牛
の
詠
ま
れ
方
に
注
目
し
て
い
る
。『
分類
俳
句
大
観
』（
第
五
巻
）
に
は
、「
重
々
と
引
き
行
く
家
や

蝸
牛
」（
志
昔
）「
這
出
て
も
付
き
ま
と
ふ
家
や
蝸
牛
」（
才
之
）「
お
の
が
家
を
足
手
ま
と
ひ
や
蝸
牛
」（
麦
翅
）
と
桎
梏
と
し
て
の
殻
を
背

負
う
存
在
と
し
て
、
蝸
牛
が
詠
ま
れ
て
も
い
る
。
凡
兆
の
句
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
我
が
身
を
保
護
す
る
殻
も
持
た
ず
、
蝸
牛
よ
り
一
段
と

脆
弱
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
つ
つ
も
、
そ
れ
を
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
た
姿
に
反
転
し
得
る
蛞
蝓
の
方
が
、
蕉
門
の
俳
人
た
ち
に
は
漂
泊
の
身

を
投
影
す
る
に
相
応
し
い
季
語
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

国
三
郎
の
「
う
き
世
に
ハ
さ
ハ
ら
ぬ
角
や
蝸
牛
」「
気
配
り
の
角
に
見
へ
け
り
蝸
牛
」
も
、
寂
蓮
の
「
角
あ
り
と
て
も
身
を
な
た
の
み
そ
」
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を
踏
ま
え
て
「
角
」
に
焦
点
化
し
て
い
る
感
が
あ
り
、『
栞
草
』
を
手
許
に
置
い
て
い
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、

寂
蓮
と
は
異
な
り
、
自
分
の
進
む
べ
き
道
の
触
知
も
容
易
で
は
な
く
、
用
心
深
く
構
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
角
」
で
あ
る
。
国
三
郎

に
蝸
牛
の
句
が
多
い
の
は
、
先
人
に
倣
っ
た
と
い
う
以
上
の
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。
小
沢
は（1

注

、
明
治
十
代
以
降
の
国
三
郎
の
経
済
状
況
に
つ

い
て
、
足
柄
上
郡
の
官
員
を
し
て
い
た
透
谷
の
父
快
蔵
の
月
給
や
透
谷
の
神
奈
川
県
会
臨
時
書
記
の
日
給
と
比
べ
つ
つ
、
桑
仲
買
、
旅
籠
屋
、

炭
焼
、
織
物
と
多
角
経
営
を
し
つ
つ
家
族
や
使
用
人
を
養
っ
て
い
た
実
状
は
、「
豪
農
」
と
は
言
え
、
決
し
て
富
裕
で
は
な
か
っ
た
と
推
測

し
て
い
る
。
国
三
郎
は
、
家
を
背
負
い
続
け
た
立
場
と
国
家
権
力
が
増
大
し
て
い
く
中
で
閉
塞
を
強
い
ら
れ
る
民
衆
の
姿
を
重
ね
て
投
影
し

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

透
谷
は
、「
秋
窓
雑
記
」（『
女
学
雑
誌
』
甲
の
巻　

330
号　

明
25
・
10
）
で
、
当
代
の
人
気
俳
諧
宗
匠
で
あ
っ
た
其
角
堂
永
機
に
つ
い
て

触
れ
て
い
る
（「
第
十
一
」）。
永
機
は
「
我
庵い

ほ

を
隔
つ
る
こ
と
杜
ひ
と
つ
」
に
住
む
「
名
宗
匠
」
で
あ
る
が
、「
一
日
人
に
誘
は
れ
て
訪
ひ
行

き
つ
閑
談
稍
久
し
き
後
彼
の
導
く
ま
ゝ
に
家
の
中
あ
ち
こ
ち
と
見
物
し
け
る
が
、
華
美
を
尽
す
と
い
ふ
程
に
は
あ
ら
ね
ど
、
よ
ろ
づ
数
寄
を

備
へ
て
粋
士
の
住
家
と
は
何
人
も
見
誤
ら
ぬ
べ
し
。
間
数
も
不
足
な
き
程
に
あ
れ
ば
何
を
か
喞か

こ

つ
べ
き
と
思
ふ
な
る
に
、
俳
翁
頻
り
に
其
の

狭
陋
な
る
を
つ
ぶ
や
き
て
止
ま
ず
。」
と
家
屋
の
狭
さ
に
不
満
を
漏
ら
し
て
止
ま
な
か
っ
た
と
い
う
。
透
谷
は
、「
俳
士
を
し
て
俗
に
媚
ぶ
る

の
止
む
を
得
ざ
る
に
至
ら
し
め
た
る
も
の
あ
る
は
余
と
雖
も
之
を
知
ら
ぬ
に
あ
ら
ね
ど
、
高
達
の
士
の
俗
世
に
立
つ
こ
と
の
難
き
に
思
ひ
至

り
て
黙
然
た
る
こ
と
稍
し
ば
し
な
り
し
。」
と
あ
る
程
度
は
世
間
と
妥
協
す
る
の
は
止
む
を
得
な
い
と
認
め
は
す
る
も
の
の
、
永
機
の
俗
人

ぶ
り
は
度
を
過
し
て
い
る
と
暗
澹
た
る
思
い
を
述
べ
て
い
る
。
透
谷
は
、
こ
の
文
章
の
冒
頭
で
「
今
の
世
の
俳
諧
士
は
憐
れ
む
べ
き
も
の
な

る
か
な
。」
と
言
い
切
っ
て
い
る
が
、
物
質
的
欲
望
が
何
よ
り
も
優
先
し
て
い
る
「
名
宗
匠
」
へ
の
幻
滅
が
余
程
深
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

永
機
の
句
に
つ
い
て
は
、
小
沢
が
著
書
の
中
で
引
用
し
て
い
る
勝
峯
晋
風
『
明
治
俳
諧
史
話
』（
大
誠
堂　

昭
９
・
12
）
が
言
及
し
て
い

る
。
晋
風
が
、
安
田
雷
石
が
編
集
し
た
年
間
俳
句
集
『
明
治
作
家

五
十
鈴
川
集
』（
明
15
・
３
）
か
ら
抄
出
し
て
い
る
永
機
の
句
を
挙
げ
て
み
る
。

晋
風
に
よ
れ
ば
、『
明
治
俳
家

五
十
鈴
川
集
』
は
、
当
代
の
著
名
俳
人
五
十
四
人
の
句
を
、
一
人
一
季
十
句
ず
つ
、
即
ち
四
季
四
十
句
採
録
し
た
も

の
で
あ
る
（「
俳
壇
の
静
態
と
点
取
調
の
流
行
／
明
治
俳
家
集
を
鳥
瞰
し
て
」）。
晋
風
は
、
雷
石
が
選
ん
だ
俳
人
に
つ
い
て
、「
東
京
の
其
角

堂
永
機
、
雪
中
庵
梅
年
、
香
楠
居
幹
雄
、
太
白
堂
呉
仙
、
一
具
庵
尋
香
、
大
阪
の
黄
花
庵
南
齢
、
出
雲
の
釣
年
庵
曲
川
は
、
当
時
一
流
の
俳
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諧
師
と
し
て
指
を
折
ら
れ
、」
と
記
述
し
て
い
る
（「
俳
壇
の
静
態
と
点
取
調
の
流
行
／
明
治
俳
家
集
を
鳥
瞰
し
て
」
262
頁
）。

春
の
夜
も
ふ
る
び
て
昼
の
は
つ
蛙

さ
し
て
お
く
花
も
ひ
と
へ
や
衣
更

白
露
や
夕
や
み
つ
く
る
も
の
ゝ
は
し

時
雨
来
よ
竹
の
あ
み
戸
の
青
き
う
ち

晋
風
は
、「
観
念
的
な
句
作
態
度
に
厭
味
を
感
ず
る
が
、
風
雅
人
と
し
て
或
る
侘
び
た
境
地
を
持
つ
て
ゐ
る
。
個
人
的
に
も
水
平
線
以
上

の
作
家
た
る
を
頷
か
せ
る
。」
と
一
定
の
評
価
を
し
て
い
る
（
同
／
「
売
出
し
作
家
と
そ
の
句
評
」
263
頁
）。「
観
念
的
」
だ
が
「
風
雅
人
」

た
る
境
地
に
到
っ
て
い
る
と
は
、
洗
練
さ
れ
た
見
立
て
と
機
知
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
永
機
の
句
は
、
永
機
没
後
に
其
角
堂
機
一
と
雪
中
庵

宇
貫
が
編
ん
だ
旧
派
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
『
正風
明
治
俳
句
集
』
全
四
冊
（
双
樹
庵
発
行　

明
43
・
５
、
11
、
44
・
11
、
45
・
７
）
に
も
収
め
ら

れ
て
い
る
。『
明
治
文
学
全
集
57　

明
治
俳
人
集
』（
筑
摩
書
房　

昭
50
・
10
）
に
は
、「
新
年
の
部
」
の
み
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の

中
か
ら
幾
つ
か
挙
げ
て
み
る
。

元
日
や
暮
ま
つ
星
の
早
や
一
ツ

御
降
り
や
一
年
中
の
花
の
露

日
の
影
や
雑
木
も
洩
れ
ぬ
花
の
春

昇
る
日
の
唯
一
輪
や
年
の
花

鴉
に
は
ぬ
か
り
乍
ら
も
屠
蘇
湯
哉

餅
の
粉
に
化
粧
も
す
也
嫁
か
君

日
本
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透
谷
が
、
永
機
の
住
い
を
「
よ
ろ
づ
数
寄
を
備
へ
て
粋
士
の
住
家
と
は
何
人
も
見
誤
ら
ぬ
べ
し
。」
と
評
し
て
い
た
よ
う
に
、
季
感
を
念

頭
に
置
き
つ
つ
、
そ
れ
に
相
応
し
い
言
葉
を
組
み
合
わ
せ
、
響
き
合
い
を
楽
し
む
と
い
う
遊
び
心
が
窺
え
る
。
青
木
亮
人
に
よ
れ
ば（1

注

、
永
機

は
、
幕
末
の
「
今
紀
文
」
と
称
さ
れ
た
細
木
香
以
の
サ
ロ
ン
の
一
員
で
あ
り
、
九
代
目
市
川
団
十
郎
、
五
代
目
尾
上
菊
五
郎
と
も
懇
意
で

あ
っ
た
「
洗
練
さ
れ
た
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
」
で
あ
る
。
青
木
は
、
永
機
を
「
身
を
持
ち
崩
さ
ず
、
人
間
関
係
の
機
微
を
す
く
い
つ
つ
、
教
養

と
見
識
を
保
ち
な
が
ら
句
を
ひ
ね
り
続
け
た
俳
諧
師
」
で
あ
る
と
見
、
俳
句
を
「
文
学
（literature

）」
た
ら
し
め
ん
と
し
た
正
岡
子
規
の

変
革
を
相
対
化
す
る
存
在
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
永
機
は
、
明
治
三
十
一
年
の
『
都
新
聞
』
の
俳
人
人
気
投
票
で
第
一
位
、
翌
三
十
二
年
の

『
太
陽
』
で
も
一
位
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
紛
れ
も
な
い
人
気
俳
人
で
あ
り
、
大
衆
の
趣
味
趣
向
は
洗
練
さ
れ
た
言
葉
遊
び
を
通
し
て
季

節
を
楽
し
む
俳
句
に
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

永
機
の
句
を
置
い
て
み
る
と
、
秋
山
国
三
郎
龍
子
の
句
は
、
暮
し
の
実
感
に
基
づ
い
て
お
り
、
異
質
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
小
沢
は（1

注

、

龍
子
が
、
弘
化
二
（
一
八
四
五
）
年
及
び
三
年
の
、
南
街
堂
文
巡
、
太
白
堂
弧
月
が
選
者
で
あ
る
「
月
次
混
題
句
合
」
に
龍
子
の
句
が
頻
々

と
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
若
き
日
の
龍
子
の
句
は
、
蕉
門
の
流
れ
を
汲
む
太
白
堂
系
統
の
六
世
太
白
堂
弧
月
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て

い
る
と
推
測
し
て
い
る
。
小
沢
は
、
弧
月
は
渡
辺
崋
山
と
親
交
が
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
、
吉
沢
忠
『
渡
辺
崋
山
』（
昭
31
・
11　

東
京
大

学
出
版
会
）
に
描
か
れ
た
、
崋
山
が
、
太
白
堂
の
紹
介
で
俳
諧
を
嗜
む
地
方
の
豪
農
の
家
に
宿
泊
し
な
が
ら
厚
木
地
方
を
旅
し
た
時
の
様
子

と
両
者
の
交
流
の
意
味
に
触
れ
て
、「
子
供
の
頃
か
ら
、
大
藩
の
者
に
抑
え
ら
れ
て
、
そ
こ
か
ら
発
憤
し
て
人
一
倍
の
苦
労
を
重
ね
た
崋
山
。

町
人
出
身
で
、
武
士
の
間
に
あ
っ
て
一
歩
も
ひ
け
を
と
ら
な
か
っ
た
太
白
堂
莱
石
。
剣
道
の
達
人
で
三
多
摩
に
も
ひ
ろ
く
俳
諧
を
ひ
ろ
め
た

大
衆
的
な
太
白
堂
弧
月
。
こ
れ
ら
の
人
た
ち
の
つ
く
り
上
げ
た
伝
統
が
、
平
民
出
身
で
、
一
生
反
骨
の
精
神
を
つ
ら
ぬ
い
た
龍
子
に
引
き
継

が
れ
、
そ
れ
が
透
谷
に
、
地
底
の
水
脈
と
い
う
も
の
の
存
在
を
実
感
さ
せ
な
か
っ
た
と
は
誰
が
断
言
で
き
よ
う
。
／
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し

て
、
こ
れ
ら
の
人
た
ち
に
、
自
然
や
、
庶
民
の
生
活
へ
の
凝
視
が
、
人
一
倍
強
い
の
は
、
決
し
て
偶
然
と
は
い
え
ぬ
も
の
が
あ
る
よ
う
に
、

私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

小
沢
が
感
じ
取
っ
た
も
の
は
、
都
の
洗
練
さ
れ
た
遊
芸
と
は
異
な
る
、
暮
し
の
声
と
し
て
の
俳
句
で
あ
り
、
そ
こ
に
時
代
や
世
相
へ
の
批

判
精
神
も
胚
胎
し
て
い
く
。
透
谷
の
句
も
後
者
の
系
譜
に
連
な
る
。
龍
子
の
俳
句
が
透
谷
に
「
地
底
の
水
脈
」
の
存
在
を
実
感
さ
せ
た
と
い
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う
小
沢
の
直
観
は
的
を
射
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
に
挙
げ
た
蝸
牛
の
句
、
及
び
「
捻
し
向
た
毛
虫
に
志
さ
る
ひ
よ
こ
哉
」
は
、
ま
ま

な
ら
ぬ
現
実
の
受
容
と
い
う
認
識
と
卑
小
な
存
在
が
孕
む
抵
抗
の
可
能
性
の
両
方
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
透
谷
の
「
ぬ
ら
〳
〵
と
殻
を
は

な
れ
た
蝸
牛
」、
お
よ
び
『
蓬
莱
曲
』（
養
真
堂　

明
24
・
５
）
の
見
返
し
に
墨
書
し
て
戸
川
秋
骨
に
送
っ
た
句
で
あ
る（1

注

「
折
れ
た
ま
ま
咲
い

て
み
せ
た
る
百
合
の
花
」
は
、
龍
子
の
句
が
内
包
す
る
も
の
を
継
承
し
て
い
る
。

　
　
　
　

二
、
本
草
学
と
生
育
環
境

透
谷
が
詠
ん
だ
蝸
牛
は
、
中
世
の
今
様
や
寂
蓮
の
歌
を
受
け
て
、
十
七
世
紀
後
半
の
俳
諧
が
開
拓
し
た
俗
な
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
、
時
代

が
下
っ
て
、
本
草
学
の
影
響
を
受
け
た
「
百
科
事
典
的
な
歳
時
記
」（
ハ
ル
オ
・
シ
ラ
ネ（1

注

）
で
あ
る
『
俳
諧
歳
時
記
栞
草
』
に
も
形
態
が
詳

述
さ
れ
、
好
ん
で
詠
ま
れ
た
季
語
で
あ
る
。
龍
子
を
介
し
て
「
作
者
感
ず
る
や
句
と
な
る
所
は
即
ち
俳
諧
の
誠
な
り
。」（『
三
冊
子
』）
と
い

う
俳
句
の
本
道
が
実
践
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。

透
谷
が
「
荒
野
の
戦
ひ
」
で
挙
げ
て
い
た
虫
に
つ
い
て
、『
俳
諧
歳
時
記
栞
草
』
で
見
て
み
る
と
、「
蜂
」（
春
・
二
月
）「
蛇
螈と

か
げ
地
虫
の

類
穴
を
出
る
」（
同
）「
蝶
」（
同
）「
■
」（
同
）「
蚕
」（
春
・
三
月
）「
蝿
」（
夏
）「
蛍
」（
同
）「
蛇
」（
同
）「
蚕

か
ひ
こ
の

蛹ま
ゆ

」（
夏
・
四
月
）「
蚊
」

（
夏
）「
蝸
牛
」（
同
）「
蚰
蜓
」（
夏
）「
蚤
」（
同
）「
蜘
の
子
」（
夏
・
四
月
）「
毛
虫
」（
夏
・
六
月
）「
黄
金
虫
」（
同
）「
蚯
蚓
出
」（
夏
）

「
蝉
」（
夏
・
五
月
）「
蛭
」（
夏
）「
火

ひ
と
り

蛾む
し

」（
夏
・
六
月
）「
ち
ゝ
ろ
虫
」（
秋
・
七
月
）「
稲い
ね

春つ
き

虫
」（
秋
・
七
月
）「
𧑉い
な

螽ご

」（
同
）「
蝗
い
ね
む
し」（
同
）

「
芋
虫
」（
同
）「
蟷い

な
む
し
り螂」（
同
）「
竃い
と

馬ど

」（
同
）「
絡は
た

線お
り

虫
」（
同
）「
蟿は
た
は
た螽
」（
同
）「
蛇
穴
に
入
」（
秋
・
八
月
）「
蜻と
ん
ぼ
う蛉
」（
秋
・
七
月
）「
虫
」

（
秋
）「
常く

さ
ぎ山
の
虫
」（
秋
・
七
月
）「
鑣
く
つ
わ
虫
」（
同
）「
蛁
く
つ
〳
〵
ぼ
う
し

蟟
」（
同
）「
松
虫
」（
同
）「
馬
追
」（
同
）「
秋
津
虫
」（
同
）「
秋
の
蝶
、
秋
の
蚊
、

秋
の
蛍
、
秋
の
蝿
、
秋
の
蝉
」（
同
）「
蟋き

り
〴
〵
す蟀
」（
同
）「
鈴
虫
」（
同
）「
蚯
蚓
鳴
」（
秋
）「
蓑
虫
」（
同
）「
蜩
」（
秋
・
七
月
）
と
続
々
と
掲

載
さ
れ
て
い
る
。
子
規
の
『
分類
俳
句
大
観
』
で
は
、
春
の
部
に
「
寄
居
虫
」「
蛇
出
」「
蜥
蜴
出
る
」「
虫
出
穴
」（
以
上
第
二
巻
）、
夏
の
部

に
「
熊
蝉
」「
山
蝉
」「
夕
蝉
」「
■

ス
ク
モ
ム
シ」「
芋
虫
」「
は
だ
か
虫
」「
毛
虫
」「
蚕
」「
蚕
蛹
」「
鼓
虫
」「
蝸
牛
」「
な
め
く
し
り
」「
蚯
蚓
出
」「
蛭
」

（
以
上
第
五
巻
）、
秋
の
部
に
「
蛇
穴
に
入
る
」「
穴
惑
ひ
」「
い
と
ゝ
」「
稲
の
虫
」「
螽
」「
芋
虫
」「
は
た
お
り
」「
屁
こ
き
虫
」「
蜻
蛉
」
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「
羽
き
れ
蜻
蛉
」「
川
蜻
蛉
」「
つ
る
み
蜻
蛉
」「
赤
蜻
蛉
」「
茶
立
虫
」「
螳
螂
」「
か
け
ろ
ふ
」「
玉
虫
」「
つ
ゝ
り
虫
」「
つ
く
〳
〵
ほ
う
し
」

「
虫
」「
轡
虫
」「
松
虫
」「
ち
ん
ち
ろ
り
」「
筆
つ
虫
」「
蛼
」「
秋
の
蝿
」「
秋
の
蜂
」「
秋
蛍
」「
秋
の
蚊
」「
残
る
蚊
」「
晩
稲
蚊
」「
秋
の
蝶
」

「
秋
蝉
」「
き
り
〳
〵
す
」「
蓑
虫
」「
灯
取
虫
」「
蜉
蝣
」「
蜩
」
藻
虫
啼
」「
鈴
虫
」「
蚯
蚓
鳴
」（
以
上
第
八
巻
）
と
子
規
の
気
迫
と
執
念
が

結
実
し
て
い
る
が
、『
栞
草
』
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

透
谷
も
、
明
治
以
降
も
広
く
用
い
ら
れ
た
と
い
う
『
栞
草
』
に
目
を
通
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
節
で
引
用
し
た
「
地
龍

子
」
は
、
花
の
根
元
に
顔
を
出
し
た
蚯
蚓
に
目
を
留
め
て
い
る
が
、『
栞
草
』
の
「
蚯
蚓
鳴
」（
三
秋
）
に
は
、「
雨
ふ
る
と
き
は
先
ヅ
出
、

晴
る
と
き
は
夜
鳴
、
或
は
い
ふ
結
ぶ
と
き
は
化
し
て
百
合
と
な
る
、
𧑉
螽
と
穴
を
お
な
じ
く
し
て
雌
雄
（
め
を
）
に
な
る
」
と
い
う
記
述
が

あ
る
。
シ
ラ
ネ
は（1

注

、
中
世
以
来
の
「
四し
し
ょ
う生
」
と
い
う
生
物
の
分
類
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、「
母
胎
か
ら
生
ま
れ
る
胎
生
、
卵
か
ら

生
ま
れ
る
卵
生
、
湿
気
か
ら
生
ま
れ
る
湿
生
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
生
ま
れ
る
化
生
」
で
あ
る
。
虫
は
、
湿
生
あ
る
い
は
化
生
と
考
え
ら
れ

て
い
た
と
い
う
。
交
合
す
る
と
百
合
に
な
る
と
は
、「
化け

し
ょ
う生
」
と
い
う
捉
え
方
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
透
谷
の
句
、「
折
れ
た
ま
ま
咲
い
て
み
せ

た
る
百
合
の
花
」
を
重
ね
て
み
る
と
、
百
合
は
蚯
蚓
が
変へ

ん
げ化
し
た
姿
、
即
ち
地
を
這
う
透
谷
が
昇
華
さ
れ
た
姿
で
あ
る
と
読
め
る
。
百
合
は
、

「
三
日
幻
境
」
で
、
川
口
村
を
再
訪
し
た
折
の
国
三
郎
の
老
母
の
も
て
な
し
と
し
て
、「
老
婆
は
後
庭
に
植
へ
た
る
百
合
数す

う
し
ゆ株
惜
気
も
な
く
堀

り
と
り
て
我
が
朝
餉
の
膳
に
供
し
、
そ
の
花
を
ば
古
び
た
る
花
瓶
に
活
け
て
我
が
前
に
置
据
へ
ぬ
。」
と
描
か
れ
て
い
る
。
透
谷
に
と
っ
て

仙
境
の
花
で
あ
り
、
こ
の
句
は
、
二
度
と
戻
ら
ぬ
至
福
の
時
間
を
内
包
さ
せ
た
、
透
谷
の
重
層
的
な
生
を
象
徴
し
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、

「
亡
友
反
古
帖
」
に
見
ら
れ
る
書
き
な
が
ら
昂
揚
し
て
い
く
列
挙
の
仕
方
は
、
歳
時
記
か
ら
得
た
知
識
以
上
の
只
な
ら
ぬ
も
の
を
感
じ
さ
せ

る
。
和
歌
的
伝
統
的
な
秋
の
情
趣
に
連
な
る
季
題
も
そ
う
で
な
い
虫
も
並
列
的
に
挙
げ
ら
れ
、「
げ
じ
〳
〵
、
百
足
、
わ
ら
じ
虫
」
と
い
う

季
語
の
外
に
あ
る
も
の
も
引
き
ず
り
出
さ
れ
て
く
る
。

透
谷
は
、
あ
る
い
は
、『
千
虫
譜
』
を
読
ん
で
い
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
千
虫
譜
』
は
、
本
草
学
者
で
幕
府
の
侍
医

で
も
あ
っ
た
栗
本
丹
洲
（
宝
暦
五
・
一
七
五
六
～
文
政
五
・
一
八
三
四
）
が
、
文
化
八
（
一
八
一
一
）
年
に
作
成
し
た
虫
譜
で
あ
る11

注

。
小
西

正
泰
は1（

注

、「
新
旧
多
く
の
写
本
が
つ
く
ら
れ
て
き
て
お
り
、
お
そ
ら
く
江
戸
期
の
虫
譜
の
な
か
で
は
最
も
伝
本
の
多
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ

の
こ
と
は
本
書
の
価
値
を
よ
く
示
し
て
い
る
。」
と
述
べ
て
お
り
、『
千
虫
譜
』
が
重
宝
さ
れ
、
活
用
さ
れ
て
来
た
こ
と
が
窺
え
る
。
小
西
に
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よ
れ
ば11
注

、『
千
虫
譜
』
の
材
料
と
な
っ
た
動
物
標
本
は
、
丹
洲
自
身
が
採
集
、
観
察
し
た
も
の
の
他
に
、
同
定
依
頼
や
贈
呈
さ
れ
た
も
の
も

少
な
く
な
く
、
採
集
地
は
、
丹
洲
が
住
ん
で
い
た
江
戸
を
主
体
と
し
て
、
北
は
北
海
道
か
ら
南
は
八
重
山
諸
島
に
及
ん
で
い
る
。
微
小
な

虫
に
つ
い
て
は
顕
微
鏡
を
使
っ
て
写
生
し
、「
化
生
」
即
ち
自
然
発
生
と
い
う
考
え
方
を
基
準
に
発
生
を
考
察
し
、
生
態
を
観
察
し
て
い
る
。

ま
た
、
医
師
で
あ
っ
た
丹
洲
は
、
薬
物
と
し
て
の
虫
の
利
用
を
重
視
し
て
お
り
、
当
時
の
習
俗
に
関
わ
る
内
容
も
記
述
し
て
い
る
。
科
学
的
、

実
用
的
、
民
俗
的
に
得
る
も
の
が
多
い
書
物
で
あ
る
と
言
え
る
。

透
谷
は
、
後
に
妻
と
な
る
石
坂
ミ
ナ
宛
の
書
簡
（
一
八
八
七
年
八
月
十
八
日
）
草
稿
で
、「
明
治
六
年
生
の
父
母
は
生
を
祖
父
母
に
託
し

て
東
都
に
去
れ
り
、
十
一
年
ま
で
五
年
間
生
は
全
く
祖
父
母
の
膝
下
に
養
育
せ
ら
れ
け
り
、」
と
述
べ
て
い
る
が
、
明
治
六
年
秋
、
透
谷
の

父
快
蔵
は
大
蔵
省
に
出
仕
す
る
た
め
、
五
月
に
生
ま
れ
た
垣
穂
を
連
れ
て
上
京
、
母
ユ
キ
は
日
本
橋
照
降
町
の
自
宅
で
呉
服
屋
を
開
い
た
と

い
う11

注

。「
生
の
祖
父
は
凡
そ
世
に
め
づ
ら
し
き
厳
格
の
人
に
し
て
活
発
に
飛
は
ね
る
こ
と
を
好
む
少
年
を
こ
ら
す
の
術
に
苦
し
み
た
る
事
今

も
し
ば
〳
〵
祖
母
の
物
語
に
聞
き
得
る
事
ど
も
な
り
、」（
同
書
簡
草
稿
）
と
、
透
谷
の
祖
父
玄
快
は
、
少
年
透
谷
の
腕
白
ぶ
り
に
手
を
焼
い

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
小
田
原
藩
医
で
あ
っ
た
玄
快
（
文
化
一
二
・
一
八
一
五
～
明
治
一
七
・
一
八
八
四
）
に
つ
い
て
、
平
岡
敏
夫
『
北
村

透
谷
研
究　

評
伝
』（
有
精
堂　

平
７
・
１11

注

）
は
、「
い
つ
の
頃
か
ら
か
は
不
明
だ
が
、
外
科
医
で
あ
り
、
玄
快
製
造
の
火
傷
の
薬
金
明
膏
は

小
田
原
で
は
有
名
で
あ
っ
た
。
ゴ
マ
油
を
原
料
と
し
、
は
ま
ぐ
り
詰
め
で
あ
っ
た
と
い
う
。」
と
記
し
て
い
る
。
平
岡
は
、
透
谷
と
同
時
期

に
小
田
原
の
小
学
校
に
入
学
し
た
坂
本
易
徳
（
紅
蓮
洞
）
の
回
想
（「
故
北
村
透
谷
」『
明
星
』
明
39
・
10
）
か
ら
、「
此
霜
焼
や
火
傷
の
薬

が
北
村
氏
の
祖
父
の
玄
快
と
い
ふ
漢
方
医
の
創
製
に
な
つ
て
居
つ
て
、
郷
里
で
は
有
名
な
薬
で
、
金
明
膏
と
云
ふ
其
の
実
名
を
呼
ぶ
者
は
無

く
、
北
村
の
や
け
ど
の
薬
、
玄
快
さ
ん
の
膏
薬
と
い
つ
て
有
名
な
も
の
で
あ
り
ま
し
た
」
と
い
う
件
を
引
用
し
て
い
る
。
平
岡
も
触
れ
て
い

る
よ
う
に
、「
此
の
薬
を
僕
が
北
村
氏
の
家
に
貰
ひ
に
行
く
や
う
に
な
り
ま
し
て
北
村
氏
と
懇
意
と
な
り
、
一
所
に
遊
ぶ
や
う
に
な
り
ま
し

た
。」
と
玄
快
の
薬
は
二
人
の
少
年
を
近
づ
け
る
程
、
各
家
庭
で
用
い
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
薬
も
創
意
製
造
し
た
玄
快
が
、
本
草
学
の

虫
に
関
す
る
事
典
と
も
言
う
べ
き
『
千
虫
譜
』
の
写
本
を
所
蔵
し
て
い
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
し
、
少
年
透
谷
が
好
奇
心
に
任
せ
て
、
そ
こ

に
描
か
れ
て
い
た
虫
の
生
態
、
形
態
を
眺
め
て
い
た
こ
と
も
あ
り
得
る
。
透
谷
は
、
先
の
ミ
ナ
宛
の
書
簡
草
稿
で
、「
偖
て
明
治
十
一
年
の

春
と
な
り
我
が
や
か
ま
し
き
祖
父
は
中
風
病
に
か
ゝ
り
て
其
性
質
は
全
く
一
変
し
生
を
叱
責
す
る
の
性
は
変
じ
て
生
を
憐
愛
す
る
の
情
と
な
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れ
り
、」
と
回
想
し
て
い
る
。
透
谷
は
続
け
て
、「
然
れ
ど
も
生
は
遂
に
温
良
な
る
性
質
を
養
ふ
の
暇
は
な
か
り
け
り
」
と
、
自
分
の
天
性
や

遺
伝
か
ら
「
憐
愛
」
の
薫
陶
を
否
定
し
て
い
る
が
、「
憐
愛
」
と
い
う
言
い
方
か
ら
、
玄
快
に
対
し
て
否
定
的
な
感
情
の
み
を
持
っ
て
い
た

訳
で
は
な
い
こ
と
が
窺
え
る
。

『
千
虫
譜
』（『
栗
氏
千
虫
譜
六11

注

』）
を
見
る
と
、「
ゲ
シ
　〻

カ
チ
ハ
ラ
」「
蚰
蜓
一
名
螾
■
一
名
入
耳
」「
蜈
蚣　

ハ
カ
チ
」、
文
化
十
二

（
一
八
一
五
）
年
に
豊
前
国
小
倉
中
津
村
で
採
集
さ
れ
、「
何
ト
名
謂
ス
ル
コ
ト
ヲ
不
知
」
と
命
名
さ
れ
て
い
な
い
「
其
色
五
彩
長
三
四
寸

許
」
と
い
う
足
が
四
十
本
前
後
あ
る
長
虫
、
文
化
壬
牛
（
文
化
五
・
一
八
二
二
）
に
西
丸
で
採
集
さ
れ
た
、
尾
と
頭
に
そ
れ
ぞ
れ
四
本
の
長

い
足
を
持
つ
虫
、「
一
寸
ム
カ
デ　

蜈
蚣
」「
馬
蚿
」「
赤
足
蜈
蚣　

一
名
百
足
」
と
い
う
ゲ
ジ
ゲ
ジ
、
百
足
の
類
が
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
。

「
げ
し
〻
」
に
は
、
長
門
、
周
防
、
陸
奥
、
大
隈
、
仙
台
、
加
賀
の
方
言
が
、「
蜈
蚣　

ハ
カ
チ
」
に
は
「
古
訓
ナ
リ
日
本
紀
に
出
今
上
総

ニ
テ
ハ
ガ
チ
と
云
古
ノ
称
ヲ
不
失
」
と
古
訓
と
方
言
の
繋
が
り
も
記
さ
れ
て
お
り
、
書
き
手
の
興
味
関
心
の
広
が
り
が
表
れ
て
い
る
。『
栗

氏
千
虫
譜
五
』
に
は
、
斑
猫
、
カ
ミ
キ
リ
虫
、
蒼
蝿
、「
青
蝿　

キ
ン
バ
イ
」、「
扁
前　

ア
カ
バ
イ
」「
牛
螙　

ウ
シ
バ
イ
」、
油
虫
、
屁
こ

き
虫
、
金
亀
子
の
類
、
蝨
の
類
と
来
て
、
二
頁
を
用
い
て
、「
蚤　

顕
微
鏡
ヲ
以
テ
写
」
と
巨
大
な
蚤
、
同
じ
く
二
頁
を
用
い
て
顕
微
鏡
に

よ
っ
て
観
察
し
た
巨
大
な
蝨
が
描
か
れ
て
い
る
。「
荒
野
の
戦
ひ
」
に
お
け
る
大
小
の
虫
の
等
価
な
列
挙
の
一
因
が
、
実
際
の
大
き
さ
を
攪

乱
さ
せ
る
『
千
虫
譜
』
に
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
面
白
い
。

「
荒
野
の
戦
ひ
」
に
は
、「
曾
て
蛇
を
平
げ
た
る
一
の
大
な
る
蜒
蚰
が
野
の
長
と
な
り
、
で
ん
〳
〵
虫
が
箱
を
か
つ
い
で
配
権
を
執
行
し
居

り
」
と
、
現
実
の
弱
肉
強
食
を
転
覆
さ
せ
る
設
定
が
さ
れ
て
い
る
。『
栗
氏
千
虫
譜
八
』
に
は
四
種
の
蛞
蝓
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、「
安
永

八
年
十
月
山
中
ノ
人
姜
醋
ヲ
以
テ
浸
シ
食
フ
ト
云
フ
山
ナ
マ
コ
と
云
フ
」
と
、
む
っ
く
り
太
っ
た
巨
大
な
蛞
蝓
が
描
か
れ
、
次
の
ペ
ー
ジ
に

は
「
蛞
蝓　

一
種
大
者
」
と
し
て
同
じ
く
巨
大
な
蛞
蝓
が
描
か
れ
、「
大
宮
八
幡
林
中
陰
地
ニ
テ
獲
之
尋
常
ノ
モ
ノ
ト
別
ナ
リ
」
と
の
注
釈

が
あ
る
。
続
く
ペ
ー
ジ
に
は
蝸
牛
が
記
載
さ
れ
、
小
児
の
五
疳
の
虫
を
治
療
す
る
薬
と
し
て
の
処
し
方
（
塩
を
振
っ
て
泥
を
吐
か
せ
、
肉
を

出
し
て
串
に
刺
し
て
炙
っ
た
も
の
を
食
べ
さ
せ
る
）
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
異
形
の
蛞
蝓
と
実
用
的
な
蝸
牛
の
記
述
も
、
破
天
荒
な
構
想
を

形
成
す
る
糧
に
な
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
詩
人
は
、
一
見
関
係
が
な
い
と
思
わ
れ
る
地
点
か
ら
も
着
想
を
汲
み
上
げ
て
く
る
こ
と
が
窺
え
る
。

透
谷
が
ミ
ナ
宛
書
簡
草
稿
で
、
幼
少
期
の
腕
白
ぶ
り
を
回
想
し
て
い
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
具
体
的
に
は
、「
其
頃
生
の
最
も
好
み
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た
る
小
説
は
楠
公
三
代
記
、
漢
楚
軍
談
、
三
国
史
、
等
に
し
て
、
日
夜
是
等
の
小
説
を
手
離
す
事
能
は
ざ
り
し
程
な
り
き
又
た
生
の
最
も
喜

び
た
る
遊
戯
は
多
数
の
小
児
を
集
め
て
軍
事
を
ま
ね
る
事
に
て
あ
り
し
、
生
は
常
に
自
ら
軍
師
と
な
り
て
進
退
運
転
を
司
ど
り
け
り
、
是
等

の
遊
戯
は
我
や
か
ま
し
き
祖
父
の
最
も
厳
禁
す
る
所
に
て
あ
り
し
に
も
か
ゝ
は
ら
ず
、
清
く
快
よ
き
浜
辺
の
砂
上
に
あ
つ
ま
り
て
か
し
こ
の

つ
ゝ
み
こ
ゝ
の
丘
を
城
堡
と
定
め
、
伏
兵
を
隠
す
可
き
場
所
を
も
見
極
め
て
、
軍
略
を
め
ぐ
ら
し
知
勇
を
奮
ひ
、
砂
礫
を
飛
し
て
銃
丸
に

代
へ
、
長
短
の
棒
片
は
、
刀
鎗
を
代
用
せ
り
、」
と
い
う
熱
中
ぶ
り
で
あ
る
。
軍
記
物
語
に
読
み
耽
り
、
玄
快
に
禁
止
さ
れ
て
も
戦
争
遊
戯

に
没
頭
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
幼
少
期
の
体
験
、
記
憶
が
後
年
の
創
作
に
発
想
源
と
し
て
流
れ
込
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
中
山
右
尚

は11
注

、『
毛
吹
草
』
に
記
さ
れ
て
い
る
「
蛙
・
蛇
・
蛞
蝓
」
の
「
三
竦
（
さ
ん
す
く
み
）」
が
、「「
国
家
老
妾
殿
さ
ま
三
ン
す
く
み
」（
柳
多
留
・

八
七
）、「
な
め
く
じ
の
夢
で
蛇
の
子
お
び
え
て
る
」（
同
、
一
二
〇
）
の
よ
う
に
雑
俳
川
柳
な
ど
江
戸
文
芸
に
好
ん
で
用
い
ら
れ
た
」
こ
と
、

『
地
雷
也
豪
傑
譚
』
で
は
、「
悪
賊
大
蛇
丸
に
対
し
て
、
尾
形
周
馬
が
蝦
蟇
の
妖
術
、
そ
の
妻
綱
手
が
蛞
蝓
の
妖
術
を
使
っ
て
三
竦
み
の
妖
術

乱
闘
を
展
開
す
る
」
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
少
年
透
谷
が
、
川
柳
や
『
地
雷
也
豪
傑
譚
』
か
ら
蛙
・
蛇
・
蛞
蝓
の
三
竦
み
を
知
り
、
長
じ

て
「
荒
野
の
戦
ひ
」
の
蛇
と
蛞
蝓
の
闘
争
の
着
想
に
な
っ
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
植
木
は11

注

、
中
世
の
人
々
と
虫
と
の
関
わ
り
方
が

現
れ
て
い
る
文
芸
と
し
て
、『
古
今
著
聞
集
』
六
九
六
話
の
虱
に
報
復
さ
れ
た
田
舎
人
、
御
伽
草
子
『
俵
藤
太
物
語
』
の
、
大
蛇
に
頼
ま
れ

て
仇
敵
大
百
足
を
退
治
し
た
俵
藤
太
秀
郷
の
物
語
を
挙
げ
て
い
る
。
当
時
の
出
版
状
況
を
調
べ
て
み
な
い
と
何
と
も
言
え
な
い
が
、
あ
る
い

は
、
御
伽
草
子
の
百
足
退
治
や
仏
教
説
話
の
人
に
報
復
す
る
虱
も
透
谷
の
脳
裏
に
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
物
語
に
お
け
る
異
形
の
力
を

持
つ
虫
と
本
草
学
的
な
観
察
の
対
象
と
し
て
の
虫
が
、
共
に
透
谷
の
着
想
を
促
し
た
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
荒
唐
無
稽
な
「
荒
野
の
戦
ひ
」

に
は
、
明
治
初
年
代
と
い
う
近
世
と
近
代
が
交
錯
す
る
時
代
相
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　

終
わ
り
に

透
谷
の
「
ぬ
ら
〳
〵
と
か
ら
を
は
な
れ
た
蝸
牛
」
は
、
民
権
運
動
離
脱
後
、
収
入
の
途
も
保
証
さ
れ
な
い
中
で
、
剝
き
出
し
の
自
分
に
肚

を
括
っ
て
こ
の
世
を
生
き
て
い
こ
う
と
い
う
決
意
の
表
れ
で
あ
っ
た
。
蝸
牛
へ
の
自
己
投
影
は
、
俳
諧
の
系
譜
に
連
な
る
と
共
に
、
敬
愛
し
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た
秋
山
国
三
郎
が
蝸
牛
に
託
し
た
卑
小
な
る
も
の
の
リ
ア
リ
ズ
ム
と
可
能
性
も
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
。
地
を
這
う
姿
は
、「
ハ
ム
レ
ッ

ト
」
に
も
触
発
さ
れ
た
、
透
谷
の
実
存
の
表
象
で
あ
る
。「
蝸
牛
」
を
未
完
の
戯
曲
構
想
「
荒
野
の
戦
ひ
」
の
数
多
の
虫
た
ち
に
広
げ
て
み

る
と
、
地
を
這
う
虫
た
ち
の
戦
闘
と
そ
の
果
て
の
荒
廃
と
い
う
設
定
に
は
、
幼
少
期
の
軍
記
物
語
の
耽
読
、
戦
争
遊
戯
、
近
世
の
川
柳
や
物

語
、
目
に
触
れ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
本
草
学
の
書
物
と
い
っ
た
体
験
か
ら
自
由
民
権
運
動
離
脱
を
経
て
の
社
会
批
判
と
い
う
透
谷
の
半
生

が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

注
一
覧

注
１　

引
用
は
『
明
治
文
学
全
集
29　

北
村
透
谷
集
』（
筑
摩
書
房　

昭
51
・
10
）
に
よ
る
。

注
２　

橋
詰
静
子
「
校
本
北
村
透
谷
句
集
」（『
北
村
透
谷
研
究
』
25
号　

平
26
・
６
）

注
３　

注
２
と
同
論
文
の
注
（
３
）。

注
４　

中
山
栄
暁
「
透
谷
と
俳
句
」（『
解
釈
』
13
巻
４
号　

昭
42
・
４
）

注
５　

小
沢
勝
美
『
透
谷
と
秋
山
国
三
郎　

附　

秋
山
龍
子
句
集
安
久
多
草
子
（
復
刻
版
）』（
教
文
社　

平
12
・
９
）
に
よ
る
。

注
６　

引
用
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
88　

連
歌
論
集
・
能
楽
論
集
・
俳
論
集 

』（
小
学
館　

平
13
・
９
）
に
よ
る
。『
三
冊
子
』
の
校
注
・
訳
は
復
本

一
郎
。

注
７　

注
５
と
同
書
の
「
秋
山
国
三
郎
年
譜
」
に
よ
る
。

注
８　

ハ
ル
オ
・
シ
ラ
ネ
『
四
季
の
創
造　

日
本
文
化
と
自
然
観
の
系
譜
』（
角
川
選
書　

令
２
・
５　

北
村
結
花
訳
）
の
「
第
七
章　

季
節
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
、

パ
ロ
デ
ィ
、
本
草
学
」。
208
～
209
頁
。

注
９　
『
分類
俳
句
大
観　

別
巻
』（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー　

平
４
・
４
）
の
「
解
説
」（
山
下
一
海
）。
４
頁
。

注
10　

引
用
は
「
新
編
纂
の
別
巻
一
巻
を
加
え
」（
山
下
一
海
）
た
『
分類
俳
句
大
観
』（
注
９
に
同
じ
）
を
用
い
た
。

注
11　

注
８
と
同
書
の
222
～
223
頁
。

注
12　

引
用
は
『
生
活
の
古
典
双
書
９　

増
補
俳
諧
歳
時
記
栞
草
（
上
）』（
八
坂
書
房　

昭
48
・
11
）『
生
活
の
古
典
双
書
10　

増
補
俳
諧
歳
時
記
栞
草

－101－
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（
下
）』（
八
坂
書
房　

昭
48
・
11
）
に
よ
る
。

注
13　

植
木
朝
子
『
虫
た
ち
の
日
本
中
世
史

―
『
梁
塵
秘
抄
』
か
ら
の
風
景

―
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

令
３
・
３
）
の
「
第
一
章　

中
世
芸
能
に
舞
う

虫

―
蟷
螂
・
蝸
牛
／
４　

寂
蓮
と
蝸
牛
の
今
様
」。
33
～
36
頁
。

注
14　

注
５
と
同
書
の
「
透
谷
と
秋
山
国
三
郎
」。
20
～
21
頁
。

注
15　

青
木
亮
人
『
そ
の
眼
、
俳
人
に
つ
き　

正
岡
子
規
、
高
浜
虚
子
か
ら
平
成
ま
で
』（
邑
書
林　

平
25
・
９
）
の
「
其
角
堂
永
機　

江
戸
の
残
照
」。

注
16　

注
５
と
同
書
の
「
透
谷
と
秋
山
国
三
郎
」
の
第
八
節
（
30
～
36
頁
）。

注
17　
『
透
谷
全
集
』
第
３
巻
（
岩
波
書
店　

昭
30
・
９
）
の
「
解
題
」（
勝
本
清
一
郎
）。
645
頁
。

注
18　

注
８
と
同
書
の
223
頁
。

注
19　

注
18
に
同
じ
。

注
20　
『
江
戸
科
学
古
典
叢
書
41　

千
虫
譜
』（
恒
和
出
版　

昭
57
・
12
）
の
「
解
説
／
三
、『
千
虫
譜
』
の
成
立
」（
小
西
正
泰
）。
８
頁
。

注
21　

注
20
と
同
書
の
「
解
説
」。
９
頁
。

注
22　

注
20
と
同
書
の
「
解
説
／
四
、『
千
虫
譜
』
の
概
要
と
特
徴
」。

注
23　

透
谷
の
年
譜
は
『
明
治
文
学
全
集
29　

北
村
透
谷
集
』
の
「
年
譜
」（
小
田
切
秀
雄
編
）
に
よ
る
。

注
24　

平
岡
敏
夫
『
北
村
透
谷
研
究　

評
伝
』（
有
精
堂　

平
７
・
１
）
の
「
第
一
章　

生
い
た
ち
／
３　

祖
父
母
と
祖
母
／
祖
父
玄
快
」。
39
頁
。

注
25　

小
西
に
よ
れ
ば
、『
千
虫
譜
』
原
本
は
、
栗
本
家
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
が
、
関
東
大
震
災
で
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。『
江
戸
科
学
古
典
叢
書
』

収
録
の
『
千
虫
譜
』
は
、『
栗
氏
千
虫
譜
』
全
十
冊
（
曲ま

な直
瀬せ

愛
旧
蔵
）
を
底
本
と
し
て
い
る
（「
解
説
」
９
頁
）。

注
26　
『
古
典
文
学
動
物
誌
』（『
國
文
学　

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
39
巻
12
号　

平
６
・
10　

臨
時
増
刊
）「
蛞
蝓
」
項
目
執
筆　

中
山
右
尚
。

注
27　

注
13
と
同
書
の
「
第
二
章　

中
世
の
信
仰
と
刺
す
虫

―
蜂
・
虱
・
百
足
・
蚊
／
３　

虱
の
遊
び
と
発
心
」
及
び
「
同
／
４　

俵
藤
太
の
百
足
退
治
」。

付
記　

透
谷
の
テ
キ
ス
ト
は
『
明
治
文
学
全
集
29　

北
村
透
谷
集
』（
筑
摩
書
房　

昭
51
・
10
）
を
用
い
た
。
引
用
に
際
し
て
、
原
則
と
し
て
旧
字
体
は
新
字

体
に
改
め
、
振
り
仮
名
は
適
宜
省
略
し
た
。

日
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〈
研
究
ノ
ー
ト
〉

　
　
　
「
国
」
字
体
小
考
─
日
本
に
お
け
る
使
用
字
体
の
変
遷

─
菊　
　

地　
　

恵　
　

太  

　
　
　
　

一
．
は
じ
め
に

現
在
常
用
漢
字
と
し
て
使
用
さ
れ
る
「
国
」
と
い
う
字
体
は
、
い
わ
ゆ
る
旧
字
体
「
國
」
に
対
し
て
略
字
と
見
な
さ
れ
る
が
、
こ
の
「
國
」

と
い
う
字
種
は
異
体
字
の
変
種
が
多
い
こ
と
で
知
ら
れ
、
資
料
と
し
て
は
様
々
な
字
体
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

果
た
し
て
こ
れ
ら
の
字
体
全
て
が
日
本
に
受
容
さ
れ
、
使
用
さ
れ
て
き
た
の
か
と
言
う
と
、
疑
念
が
残
る
所
で
あ
ろ
う
。

「
國
」
の
異
体
字
に
つ
い
て
は
既
に
山
田
俊
雄
（
一
九
六
九
）、
笹
原
宏
之
（
一
九
九
二
）
に
詳
し
い
論
考
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
実
用
字

体
の
歴
史
的
な
変
遷
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
は
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
「
國
」
及
び
異
体
の
使
用
実
態
に
つ
い
て
、
日
本
に
お
け
る
古
辞

書
や
典
籍
類
の
写
本
（
主
に
近
世
初
期
以
前
）
を
対
象
に
調
査
を
行
い
、
通
時
的
な
記
述
を
試
み
た
い
。

　
　
　
　

二
．
先
行
研
究
と
略
字
「
国
」
の
字
源
説

山
田
俊
雄
（
一
九
六
九
）
は
、
ク
ニ
ガ
マ
エ
（
囗
）
に
「
玉
」「
王
」
や
「
民
」
を
書
く
字
体
（
国
・
囯
・
囻
）
が
草
体
に
基
づ
く
も
の

で
あ
る
と
い
う
説
を
示
し
、「
囯
を
解
し
て
王
の
統
治
す
る
と
こ
ろ
の
意
と
し
、
囻
を
解
し
て
人
民
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
の
意
と
解
す
る
の

は
、
字
源
の
新
解
釈
で
あ
っ
て
、
い
は
ゞ
字
源
俗
解
だ
と
い
ふ
こ
と
も
い
へ
る
で
あ
ら
う
」
と
す
る
が
、
笹
原
宏
之
（
一
九
九
二
）
は
「
囯
」

を
「
六
朝
時
代
に
乱
造
さ
れ
た
（
中
略
）
会
意
式
の
異
体
字
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
、「
囯
」
が
漢
印
の
隷
書
に
お
い
て
現
れ
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て
い
る
こ
と
や
、
金
石
文
や
漢
代
木
簡
に
お
い
て
「
國
」
か
ら
「
囯
・
国
」
に
移
行
し
う
る
形
が
既
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ

の
上
で
「「
国
」
に
は
「
國
」
の
崩
し
字
を
楷
書
体
化
さ
せ
た
も
の
と
、「
囯
」
に
点
を
打
っ
た
も
の
と
の
二
つ
の
成
立
の
系
統
が
想
定
で
き

る
」
と
解
し
て
い
る
。
な
お
同
様
の
趣
旨
は
大
修
館
書
店
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
漢
字
文
化
資
料
館　

漢
字
Ｑ
＆
Ａ
」
に
も
示
さ
れ
て
い
る
１ 

。

　
　
　
　

三
．
使
用
字
体
の
確
認

三
．
一
　
規
範
字
体
の
変
遷

で
は
、
中
国
の
楷
書
に
お
い
て
規
範
と
呼
ぶ
べ
き
字
体
に
は
ど
の
よ
う
な
例
が
あ
る
か
。
漢
字
字
体
規
範
史
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
（
以
下
「
Ｈ

Ｎ
Ｇ
」）
に
よ
っ
て
、
中
国
に
お
け
る
標
準
（
規
範
）
的
な
字
体
を
確
認
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
字
体
が
見
ら
れ
た
（
中
国
・
日
本
に

お
け
る
規
範
字
体
及
び
Ｈ
Ｎ
Ｇ
に
つ
い
て
詳
細
は
石
塚
晴
通
（
一
九
九
九
）、
同
編
（
二
〇
一
二
）
等
を
参
照
）。

南
北
朝
・
隋
唐
期
の
写
本
は
後
の
康
熙
字
典
体
「
國
」
に
似
る
が
、
ク
ニ
ガ
マ
エ
内
部
の
「
口
」
の
部
分
を
「
ム
」
の
よ
う
に
作
っ
た
り

（
谿
）、
或
い
は
「
ム
」
と
下
の
横
画
を
繫
げ
て
「
幺
」
の
よ
う
に
作
っ
た
形
（
憬
）
が
主
流
で
あ
る
。
一
方
開
成
石
経
・
宋
版
の
字
体
は
康

１　
「
Ｑ
０
０
８
８
「
国
」
と
い
う
漢
字
は
ど
う
い
う
成
り
立
ち
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
い
つ
ご
ろ
か
ら
旧
字
体
の
「
國
」
に
代
わ
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。」

（
執
筆
者
・
時
期
不
詳
）https://kanjibunka.com

/kanji-faq/jitai/q0088/ 
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図
一　

Ｈ
Ｎ
Ｇ
で
の
一
例

守
屋
本
妙
法
蓮
華
経
（
宮
廷
写
経
）

Ｐ
．
２
１
６
０
　
摩
訶
摩
耶
経

南
北
朝
・
隋
唐
期
写
経

開
成
石
経
・
宋
版

開
成
石
経
孝
経

北
宋
版
通
典



煕
字
典
体
「
國
」
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
も
の
が
多
い
（
北
宋
版
金
剛
般
若
経
の
み
「
憬
」）。

唐
代
写
本
の
う
ち
守
屋
本
華
厳
経
巻
八
で
は
い
わ
ゆ
る
則
天
文
字
「
圀
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
写
本
に
は
他
に
も
「
腑
」（
日
）

「
𠥱
」（
月
）「
埊
」（
地
）
等
の
則
天
文
字
が
見
ら
れ
、
武
則
天
の
在
位
期
（
六
九
〇-

七
〇
五
年
）
の
写
本
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
以
外
の
中

国
写
本
・
刊
本
で
は
「
圀
」
を
始
め
則
天
文
字
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
あ
く
ま
で
一
時
的
な
規
範
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
Ｈ
Ｎ
Ｇ
の
日
本
の
文
献
で
は
、
鴨
脚
本
日
本
書
紀
巻
二
に
お
い
て
「
囯
」
が
十
七
例
現
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
異
体
字
率
が
３
・
０

３
％
（
石
塚
（
二
〇
一
二
））
と
比
較
的
字
体
の
揺
れ
が
多
い
文
献
で
あ
り
、
こ
れ
を
以
て
直
ち
に
規
範
的
な
字
体
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と

は
で
き
な
い
。
ま
た
石
塚
（
一
九
九
九
）
に
お
い
て
日
本
の
字
体
規
範
（
標
準
）
の
指
標
と
し
て
用
い
ら
れ
る
、
兼
方
本
日
本
書
紀
で
は
、

次
の
よ
う
な
字
体
が
専
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
除
け
ば
、
日
本
の
写
本
に
お
け
る
字
体
は
概
ね
隋
唐
期
の
規
範
（
谿
・
憬
）
に
従
っ
て
い
る
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

三
．
二
　
字
体
の
分
類

笹
原
（
一
九
九
二
）
で
は
実
に
五
十
種
を
超
え
る
字
体
が
示
さ
れ
て
い
る
「
國
」
の
異
体
字
で
あ
る
が
、
実
際
の
書
例
を
見
た
限
り
で
は

使
用
字
体
は
そ
の
中
で
も
ご
く
数
種
類
に
限
ら
れ
る
。

今
仮
に
、
Ｈ
Ｎ
Ｇ
の
規
範
字
体
に
近
い
形
（
國
・
憬
に
類
す
る
例
）
を
「
Ａ
類
」、
Ａ
類
の
点
画
を
直
線
的
に
省
略
し
た
よ
う
な
形
を

「
Ｂ
類
」
と
す
る
。
Ｂ
類
が
さ
ら
に
崩
さ
れ
字
体
の
判
断
を
付
け
難
い
も
の
は
「
Ｃ
類
」
と
し
て
分
類
す
る
。

具
体
例
と
し
て
、
漢
代
木
簡
及
び
中
国
の
書
家
の
手
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
草
書
の
例
を
見
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
字
体
が
見
受
け
ら

れ
る
。
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方
本
日
本
書
紀
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二 



確
か
に 

図
二
の
漢
代
木
簡
の
例
や
図
三
の
欧
陽
詢
の
書
例
は
、「
國
」
の
草
書
体
か
ら
「
囯
」
に
移
行
し
う
る
例
と
言
え
そ
う
だ
が
、
一

方
で
「
囯
」
や
「
国
」
の
字
体
を
明
確
に
書
い
た
も
の
と
も
思
わ
れ
ず
、「
囯
・
国
」
と
は
区
別
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、

図
一
に
挙
げ
た
書
例
及
び
図
三
の
欧
陽
詢
の
書
例
の
よ
う
な
形
を
Ｂ
類
と
し
て
扱
う
。
図
三
の
王
羲
之
の
書
例
は
草
書
体
で
は
あ
る
が「
國
」

の
「
戈
」
の
形
を
残
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
、
こ
こ
で
は
Ａ
類
に
分
類
す
る
。
な
お
崩
し
の
度
合
い
が
大
き
く
Ａ
・
Ｂ
類
い
ず
れ
と
も
判
断

し
難
い
例
（
前
出
の
兼
方
本
日
本
書
紀
の
例
な
ど
）
は
Ｃ
類
と
す
る
。

さ
ら
に
ク
ニ
ガ
マ
エ
の
内
部
に
明
確
に
「
王
」
を
書
く
「
囯
」
を
「
Ｄ
類
」、「
玉
」
を
書
く
「
国
」
を
「
Ｅ
類
」
と
す
る
。
ま
た
近
世
に

は
Ｄ
類
も
し
く
は
Ｅ
類
の
ク
ニ
ガ
マ
エ
を
二
点
に
省
略
し
た
形
（
胯
）
も
見
ら
れ
る
た
め
（
例
え
ば
人
文
学
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
共
同
利
用
セ

ン
タ
ー
「
日
本
古
典
籍
く
ず
し
字
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
」
の
検
索
）、
こ
れ
を
「
Ｆ
類
」
と
し
た
。
な
お
ク
ニ
ガ
マ
エ
を
二
点
で
省
略
す
る
の
は
、

「
国
」
に
限
ら
ず
散
見
さ
れ
る
手
法
で
あ
り
、
今
後
詳
細
に
調
査
し
た
い
例
で
あ
る
。

Ｂ
・
Ｃ
類
は
Ａ
類
の
「
國
」
の
形
を
比
較
的
残
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
略
字
か
非
略
字
か
と
い
う
観
点
で
見
れ
ば
非
略
字
の
Ａ
類
に
準
ず

る
も
の
で
あ
ろ
う
（
無
論
、
Ａ
類
に
比
す
れ
ば
略
字
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
）。
一
方
Ｄ
・
Ｅ
・
Ｆ
類
は
明
ら
か
に
Ａ
類
と
は
異
な
る
字
画

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
明
確
な
略
字
と
考
え
ら
れ
る
。
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図
二　

漢
代
木
簡
の
書
例（
佐
野
光
一
編『
木
簡
字
典
』（
雄
山
閣
出
版
）よ
り
）

図
三　

草
書
の
例（
赤
井
清
美
編『
行
草
大
字
典
』（
東
京
堂
出
版
）よ
り
）

居
延
漢
簡

敦
煌
漢
簡

王
羲
之

欧
陽
詢



　
　
　
　

四
．
調
査
結
果

四
．
一
　『
宋
元
以
来
俗
字
譜
』

ま
ず
中
国
に
お
け
る
「
國
」
の
字
体
を
概
観
し
、
宋
～
清
代
の
小
説
刊
本
に
お
け
る
異
体
字
を
集
め
た
『
宋
元
以
来
俗
字
譜
』（
中
華
民

国
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、
一
九
三
〇
年
）
を
見
て
み
る
と
、『
通
俗
小
説
』『
嬌
紅
記
』
を
除
く
全
て
の
底
本
に
お
い
て
「
囯
」

（
Ｄ
類
）
の
形
が
見
ら
れ
た
。
中
国
で
は
こ
の
字
体
が
略
字
と
し
て
古
く
か
ら
定
着
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
反
面
、
こ
の
他

の
字
体
（
Ｅ
類
「
国
」、
則
天
文
字
「
圀
」
等
）
の
使
用
は
全
く
見
ら
れ
ず
、
中
国
の
略
字
使
用
で
は
Ｅ
類
「
国
」
よ
り
も
Ｄ
類
「
囯
」
字

体
の
使
用
が
優
勢
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
．
二
　
中
国
漢
字
字
書
・
字
様
書
の
掲
出
字
体

中
国
字
書
に
お
け
る
掲
出
状
況
は
、
表
一
の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
字
書
類
に
お
い
て
Ｂ
・
Ｃ
類
字
体
は
出
現
し
て
い
な
い
た
め
表
か

ら
省
い
た
。
ま
た
参
考
と
し
て
「
圀
」
の
出
現
状
況
も
掲
げ
た
。

『
正
名
要
録
』
に
お
い
て
は
Ａ
類
「
谿
」
が
〈
正
体
〉
と
示
さ
れ
る
の
に
対
し
、
Ｄ
類
「
囯
」
は
〈
訛
俗
〉
と
さ
れ
る
字
体
で
あ
り
、
や

は
り
こ
の
Ｄ
類
字
体
は
当
時
か
ら
既
に
定
着
し
て
い
た
字
体
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
以
降
も
Ｄ
類
「
囯
」
は
多
く
の
字
書
に
掲
出

さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
〈
俗
〉
と
の
字
体
註
記
が
あ
る
。
し
か
し
Ｄ
類
「
囯
」
に
点
を
附
し
た
Ｅ
類
「
国
」
の
形
は
ど
の
字
書
に

も
見
え
ず
（
現
代
中
国
で
の
簡
化
字
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
）、
字
書
に
現
れ
る
の
は
一
貫
し
て
Ｄ
類
「
囯
」
で
あ
っ
た
。

ま
た
則
天
文
字
「
圀
」
に
つ
い
て
は
唐
代
よ
り
後
年
の
字
書
全
て
に
掲
出
が
あ
る
が
、「
囯
」
と
は
異
な
り
〈
古
作
〉
や
〈
古
文
〉
と
い

う
字
体
註
記
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
（『
竜
龕
手
鏡
』
は
〈
俗
〉）。「
圀
」
が
武
則
天
の
命
に
よ
る
字
体
で
あ
る
と
い
う
説
明
は
『
集

韻
』
に
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
〈
古
文
〉
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
既
に
「
圀
」
は
通
常
用
い
ら
れ
な
い
字
体
で
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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四
．
三
　
日
本
漢
字
字
書
の
掲
出
字
体

一
方
日
本
の
字
書
に
お
け
る
掲
出
状
況
は
、
表
二
の
通
り
と
な
っ
た
。

日
本
側
の
字
書
で
も
、
Ａ
類
「
國
」
が
見
出
し
字
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
の
は
当
然
と
し
て
も
、
異
体
字
と
し
て
掲
出
さ
れ
る
の
は
一
貫
し

て
Ｄ
類
「
囯
」
で
あ
り
、
Ｅ
類
「
国
」
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
な
お
Ｄ
類
「
囯
」
の
字
体
註
記
は
、
新
撰
字
鏡
で
は
〈
訛
作
〉、
類
聚
名
義

抄
で
は
〈
或
〉
と
な
っ
て
い
る
。

則
天
文
字
「
圀
」
も
ま
た

新
撰
字
鏡
か
ら
掲
出
さ
れ
て

い
る
も
の
で
（
註
記
は
「
未

詳
」）、
こ
ち
ら
の
字
体
も
既

に
日
本
で
認
知
さ
れ
て
い
た

も
の
と
見
ら
れ
る
。

 四
．
四
　
字
書
以
外
の
古
辞

書
に
お
け
る
出
現
字
体

続
い
て
単
漢
字
を
掲
出
す

る
字
書
で
は
な
く
、
種
々
の

語
句
の
漢
字
表
記
を
掲
出
し

た
言
語
辞
書
類
に
お
け
る
各

字
体
の
出
現
状
況
は
、
表
三

に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。

漢
字
字
書
で
は
Ｅ
類「
国
」

日
本
文
学
ノ
ー
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表一　中国字書・字様書

表二　日本字書

資料 成立年代
A

（國）
D

（囯）
E

（国） 圀

正名要録 初唐 ○ ○ × ×

群書新定字様 初唐 × × × ×

干祿字書 774年 × × × ×

龍龕手鏡（高麗本・宋本）997年? ○ ○ × ○

大広益会玉篇
543年成（原本玉篇）
1013年校刊

○ × × ○

集韻 1039年 ○ × × ○

五音類聚四声篇海
1208年成（四声篇海）
1467年校刊

○ ○ × ○

字彙 1615年 ○ ○ × ○
正字通 1670年 ○ ○ × ○
康煕字典 1716年 ○ ○ × ○

資料 成立/刊写年代
A

（國）
D

（囯）
E

（国） 圀

高山寺本　篆隷万象名義
9世紀成
1114年写

○ × × ×

天治本　新撰字鏡
900年頃成
1124年写

○ ○ × ○

観智院本　類聚名義抄
1100年頃成
鎌倉中期写

○ ○ × ○

世尊寺本字鏡 鎌倉時代成・写 ○ ○ × ○

天文本　字鏡鈔
鎌倉前期成
1547年写

○ ○ × ○

寛元本　字鏡集
鎌倉前期成
江戸後期写

○ ○ × ○

篇目次第 室町中期写 ○ ○ × ○
夢梅本　和玉篇 1605年刊 ○ × × ○



字
体
が
全
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
鎌
倉
時
代
書
写
の
前
田
本
色
葉
字
類
抄
に

お
い
て
全
二
四
例
中
十
一
例
と
、
Ｅ
類
の
使
用
が
半
数
近
く
認
め
ら
れ
る
。
室
町
時
代

前
期
書
写
の
大
東
急
本
伊
呂
波
字
類
抄
に
お
い
て
も
、
一
六
八
例
中
四
七
例
が
Ｅ
類
の

字
体
を
取
っ
て
お
り
、
そ
の
反
面
Ｄ
類
は
僅
か
一
例
に
留
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
以
降
の

文
献
で
も
、
使
用
頻
度
に
は
ば
ら
つ
き
が
あ
る
も
の
の
Ｅ
類
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
の

で
あ
っ
て
、
辞
書
類
の
記
述
か
ら
見
る
と
Ｄ
類
よ
り
も
む
し
ろ
Ｅ
類
が
広
く
定
着
し
て

い
た
も
の
と
言
え
る
。
Ｆ
類
が
出
現
す
る
の
は
近
世
初
期
の
行
書
本
節
用
集
（
国
会
図

書
館
亀
田
文
庫
蔵
の
無
刊
記
本
、『
節
用
集
大
系
』
第
二
巻
影
印
）
で
あ
っ
て
、
書
体

（
崩
し
の
度
合
い
）
に
よ
る
影
響
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
他
、
明
応
五
年
本
節
用
集
・
天
正
十
八
年
本
節
用
集
で
は
則
天
文
字
「
圀
」
が

一
例
ず
つ
見
出
し
字
で
用
い
ら
れ
、
さ
ら
に
明
応
五
年
本
節
用
集
で
は
「
囻
」
も
一
例

見
出
し
字
に
出
現
す
る
（
表
で
は
「
他
」
に
分
類
）。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
ク
ニ
」

と
い
う
項
目
で
、「
國
」
の
異
体
字
（
乃
至
は
同
訓
字
）
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
と
思

わ
れ
、
他
の
熟
語
で
は
例
が
な
い
。
黒
本
本
節
用
集
で
は
、
見
出
し
項
目
で
は
な
い
も

の
の
、「
國
（
ク
ニ
）」
の
割
註
に
「
圀
」「
国
」
が
示
さ
れ
て
い
る
。

な
お
大
東
急
本
伊
呂
波
字
類
抄
で
は
、「
囻
人
（
カ
ト
モ
リ
）」（
巻
三
・
カ
人
倫
部
）、

「
囻
人
（
コ
ン-
）」（
巻
七
・
コ
畳
字
部
）
と
い
う
表
記
が
見
ら
れ
た
が
、
こ
こ
で
本
来

「
カ
ド
モ
リ
」
に
充
て
ら
れ
る
用
字
は
「
閽
人
」
と
思
わ
れ
（
前
田
本
色
葉
字
類
抄
に

も
「
閽
人
（
カ
ト
モ
リ
）」
と
あ
る
）、
こ
の
箇
所
は
誤
写
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
前

田
本
の
コ
畳
字
部
に
は
「
閽
人
」
の
掲
出
は
な
い
が
、
大
東
急
本
に
お
け
る
振
仮
名

「
コ
ン
」
は
「
閽
」
の
字
音
と
一
致
す
る
。
従
っ
て
こ
れ
自
体
は
「
國
」
の
異
体
字
と
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A
（國）

B
（A略）

C
（B略）

D
（囯）

E
（国）

F
（　） 他

前田本　色葉字類抄 鎌倉中期写 4 7 2 11

大東急本　伊呂波字類抄 室町前期写 112 6 1 47 (2?)

筑波大本　下学集 室町中期写 6

文明11年本　下学集 15世紀末写 5

明応5年本　節用集 1496年写 2 1 2 2

広本節用集 16世紀初写 154 1

黒本本　節用集 15世紀末-16世紀写 8 1

元亀2年本　運歩色葉集 1571年写 18 3 2 28

静嘉堂文庫本　運歩色葉集 室町末期写 46 6

天正18年本　節用集 1590年刊 7 4 1

饅頭屋本　節用集 室町末期刊 7 2

易林本　節用集（原刻版） 1597年刊 23

慶長板行書本　節用集 慶長年間刊 3 19 1 1

表三　言語辞書（見出し字）

「
国
」
字
体
小
考

―
日
本
に
お
け
る
使
用
字
体
の
変
遷

―



し
て
「
囻
」
を
記
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
誤
写
が
生
じ
た
背
景
に
は
、
当
時
既
に
「
囻
」
と
い
う
字
体
が
認
知
さ
れ
て
い
た

可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

ま
た
『
広
本
節
用
集
』
ク
態
芸
門
で
は
、
次
の
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
た
。

治ヲ
サ
ム
ルレ

𢧌
ク
ニ
ヲ 
者モ
ノ
ハ 
弗ズ
下
敢ア
ヱ
テ 

侮
ア
ナ
ド
ラ中
於
鰥
ク
ワ
ン

寡ク
ワ
ヲ
モ一
而
シ
カ
ル
ヲ 

況
イ
ワ
ン
ヤ 

於
ヲ
イ
テ
ヲ二
士シ

民ミ
ン

一
乎ヤ
孝経　
（
影
印
２
五
二
六
頁
）

「
ク
ニ
」
の
傍
訓
が
あ
る
「
𢧌
」
字
は
『
集
韻
』
で
「
國
」
の
〈
古
作
〉
と
さ
れ
て
い
る
字
体
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
当
該
の
漢
文

は
孝
経
孝
治
章
第
八
か
ら
の
引
用
で
あ
り
、「
國
」
の
異
体
で
あ
る
こ
と
も
明
白
で
あ
る
。
引
用
元
の
底
本
が
こ
の
字
体
を
使
用
し
て
い
た

も
の
を
そ
の
ま
ま
書
写
し
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
当
時
日
本
に
お
い
て
広
く
認
知
さ
れ
て
い
た
字
体
と
も
思
わ
れ
ず
、
何
故
こ
の
箇
所
の
み

に
当
該
の
字
体
が
現
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

四
．
五
　
上
代
木
簡
資
料
の
書
例

続
い
て
上
代
の
書
例
と
し
て
、
奈
良
文
化
財
研
究
所
編
『
日
本
古
代
木
簡
字
典
』（
改
訂
新
版
）
に
お
い
て
掲
出
さ
れ
る
例
を
見
て
み
る
。

同
著
に
お
け
る
「
國
」
字
の
書
例
は
一
六
〇
例
に
上
る
が
、
そ
の
字
体
を
分
類
す
る
と
表
四
の
通
り
と
な

る
。木

簡
の
書
例
で
は
、
字
画
が
大
き
く
崩
さ
れ
字
体
が
不
明
瞭
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
例
も
多
く
、
表
四
で

は
先
に
示
し
た
い
ず
れ
の
分
類
に
も
当
て
は
め
ら
れ
な
い
書
例
を
「
分
類
不
可
」
と
し
て
い
る
。
字
体
を

判
別
で
き
る
書
例
の
範
囲
で
見
る
と
、
明
確
に
Ａ
類
の
形
と
判
断
で
き
る
も
の
は
十
例
に
留
ま
り
、
そ
れ

を
崩
し
た
Ｂ
類
の
形
が
七
八
例
と
最
も
多
く
な
っ
て
い
る
。
次
い
で
多
い
の
が
Ｄ
類
「
囯
」
の
形
で
あ
り
、

２　

中
田
祝
夫
編
『
文
明
本
節
用
集
研
究
並
び
に
索
引
』
勉
誠
社

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
六
号
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表
四　

日
本
古
代
木
簡
字
典

A（國） 10
B（A略） 78
C（B略）
D（囯） 50
E（国） 2
分類不可 20

計 160



既
に
Ｄ
類
が
略
体
と
し
て
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
木
簡
の
書
例

か
ら
も
窺
え
る
の
で
あ
る
。
ク
ニ
ガ
マ
エ
内
部
に
「
玉
」
を
書

い
た
と
思
わ
れ
る
Ｅ
類
字
体
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
こ
の
時
点

で
は
「
國
」
を
崩
し
た
Ｂ
類
の
他
に
Ｄ
類
「
囯
」
の
使
用
が
優

勢
で
あ
っ
て
、
Ｄ
類
は
略
字
体
と
し
て
の
地
位
を
得
て
い
な
い
。

 四
．
六
　
そ
の
他
の
古
典
籍
で
の
使
用
状
況

辞
書
以
外
の
古
典
籍
に
お
け
る
各
字
体
の
使
用
例
数
は
表
五

に
示
す
通
り
で
あ
る
。

平
安
前
期
の
東
大
寺
諷
誦
文
稿
で
は
ほ
と
ん
ど
の
書
例
が
Ｄ

類
「
囯
」
で
あ
っ
て
、
Ｄ
類
字
体
が
当
時
既
に
略
体
と
し
て
広

く
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
前
節
で
見
た
上
代
木
簡
の
書
例

か
ら
も
窺
え
る
こ
と
で
あ
る
。

一
方
、
一
一
三
三
年
写
の
三
教
指
帰
注
集
で
は
Ｄ
類
「
囯
」

と
共
に
Ｅ
類
「
国
」
の
字
体
も
見
え
る
。
そ
れ
以
降
の
資
料
で

も
、
鎌
倉
後
期
の
蓬
左
文
庫
本
（
金
沢
文
庫
旧
蔵
）
続
日
本
紀

で
は
Ｄ
類
が
使
用
さ
れ
る
が
、
鎌
倉
末
期
の
写
本
で
あ
る
俊
海

本
沙
石
集
で
は
Ｄ
類
で
は
な
く
Ｅ
類
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。
Ｄ
類
「
囯
」
と
Ｅ
類
「
国
」
字
体
は
、「
國
」
の

略
体
と
し
て
長
ら
く
併
存
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
時
代
が
さ
ら
に
下
り
室
町
末
期
に
至
る
と
、
Ｄ
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A
（國）

B
（A略）

C
（B略）

D
（囯）

E
（国）

F
（　） 他

東大寺諷誦文稿 9世紀前期写 1 28

大谷大本　三教指帰注集 1133年写 31 3 4

前田本　日本霊異記 1236年写 79 2

鈴鹿本　今昔物語集　巻2,5,7 鎌倉中期写 1 434 2

蓬左文庫本　続日本紀　巻11-14 13世紀後期写 68 87 38

俊海本　沙石集　巻1,7,10上 鎌倉末期写 1 42 21

真福寺本　古事記 1371-72年写 290 1 7 6

延慶本　平家物語　巻1本～2本 1420年頃写 163

神田本　太平記　巻1,2,7 15世紀写 96

屋代本　平家物語　巻1-3 室町後期写 133 20

玄玖本　太平記　巻1-3 1554年?写 91 10 1 3

藤井本　沙石集　巻1,3,5 室町後期写 17 1 42

義輝本　太平記　巻1,3,5 室町末期写 11 62 5 9

米沢本　詩学大成抄　天文部 室町末期写 2 57

国会本　玉塵抄 1597年写 1 1 1 115 68

京大本　論語秘抄 室町末-近世初期写 4 3 146 1

小城本　平家物語 慶長頃？書写 18 84

前田本　古事記 1606年写 31 133 4 136

蓬左文庫本　続日本紀 1614年写 199 1 64 8

寛永版　中華若木詩抄 1633年刊 12 74

表五　その他古典籍

「
国
」
字
体
小
考

―
日
本
に
お
け
る
使
用
字
体
の
変
遷

―



類
「
囯
」
は
ほ
ぼ
用
い
ら
れ
な
く
な
り
、
Ｅ
類
「
国
」
に
統
一
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
五
五
四
年
頃
書
写
の
玄
玖
本
太
平
記
以
降
、「
國
」

の
略
体
と
し
て
使
用
さ
れ
る
の
は
ほ
と
ん
ど
が
Ｅ
類
「
国
」
で
あ
る
。
例
外
的
な
の
が
国
会
本
玉
塵
抄
（
一
五
九
七
年
書
写
）
で
、
こ
の
時

期
の
写
本
と
し
て
は
珍
し
く
Ｄ
類
「
囯
」
が
高
い
出
現
頻
度
を
見
せ
る
（
全
一
八
六
例
中
一
一
五
例
）
の
だ
が
、
Ｅ
類
「
国
」
の
使
用
例
も

六
八
例
に
上
る
。

一
方
で
節
用
集
の
諸
本
に
掲
出
あ
る
「
圀
」「
囻
」
と
い
っ
た
字
体
は
、
こ
れ
ら
の
古
典
籍
に
お
い
て
は
全
く
書
例
を
見
ず
、「
圀
」「
囻
」

は
殆
ど
実
用
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
漢
字
字
書
等
に
お
い
て
は
、「
國
」
に
は
多
く
の
異
体
字
が
示
さ
れ
て
は
い
る
も

の
の
、
実
際
に
使
用
さ
れ
る
の
は
そ
の
中
で
も
数
種
類
に
限
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
字
書
類
の
記
述
と
実
用
例
と
の
間
に
大
き
な
乖
離
を
認

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

　
　
　
　

五
．「
國
」
略
字
使
用
の
展
開
（
臆
説
）

Ａ
類
「
國
」
及
び
そ
れ
に
準
ず
る
Ｂ
・
Ｃ
類
字
体
を
見
る
と
、
言
語
辞
書
類
で
は
Ｂ
・
Ｃ
類
の
使
用
例
が
少
な
く
、
明
確
に
Ａ
類
の
形
で

書
か
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
が
、
辞
書
以
外
の
古
典
籍
で
は
崩
れ
た
形
の
例
も
多
く
、
書
記
態
度
に
影
響
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

一
方
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
類
と
は
明
確
に
異
な
る
「
略
字
体
」
に
関
し
て
は
、
中
国
字
書
に
も
典
拠
の
あ
る
「
囯
」（
Ｄ
類
）
は
、
中
国
に
お
い

て
古
く
か
ら
存
在
す
る
略
字
で
あ
り
、
当
然
日
本
に
も
夙
く
に
齎
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
一
方
で
「
囯
」
に
点
を
附
し
た
「
国
」

（
Ｅ
類
）
字
体
も
、
日
本
で
は
言
語
辞
書
類
や
そ
の
他
の
古
典
籍
等
で
も
古
く
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
日
本
の
単
漢
字
字
書

に
お
い
て
は
専
ら
「
囯
」（
Ｄ
類
）
の
み
が
掲
出
さ
れ
、
こ
こ
に
中
国
字
書
の
影
響
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
実
際
に
は
中
世
初
期
よ
り

「
国
」（
Ｅ
類
）
の
使
用
も
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
漢
字
字
書
と
実
際
の
使
用
例
と
の
間
に
も
差
異
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

両
者
が
共
に
混
在
す
る
文
献
も
あ
れ
ば
、
文
献
に
よ
っ
て
略
体
が
ど
ち
ら
か
の
形
に
統
一
さ
れ
て
い
る
文
献
も
見
ら
れ
、
両
者
は
長
ら
く

併
存
し
て
い
た
状
況
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。「
囯
」（
Ｄ
類
）
か
ら
「
国
」（
Ｅ
類
）
へ
移
行
し
た
も
の
と
は
単
純
に
説
明
で
き
な
い
。
し
か

し
室
町
末
期
に
は
、「
國
」
の
略
体
は
「
囯
」（
Ｄ
類
）
か
ら
「
国
」（
Ｅ
類
）
に
固
定
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。「
囯
」「
国
」
の
よ
う
に
複
数

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
六
号
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存
在
し
た
略
字
使
用
を
一
方
に
統
一
し
よ
う
と
い
う
意
識
の
変
化
が
あ
っ
た
可
能
性
も
想
定
さ
れ
よ
う
。

な
お
近
世
の
版
本
で
散
見
さ
れ
る
「
胯
」（
Ｆ
類
）
は
、
今
回
の
調
査
文
献
で
は
使
用
が
僅
少
で
あ
る
。
こ
の
略
記
法
の
萌
芽
は
中
世
で

も
さ
ほ
ど
夙
く
な
い
も
の
と
推
測
さ
れ
る
が
、
他
の
ク
ニ
ガ
マ
エ
の
字
種
、
さ
ら
に
は
他
の
分
野
の
文
献
も
含
め
て
書
例
を
集
め
る
必
要
が

あ
る
。

　
　
　
　
　

六
．
お
わ
り
に

以
上
の
結
論
は
簡
便
な
調
査
に
拠
っ
た
も
の
で
、
古
記
録
・
古
文
書
等
と
い
っ
た
別
の
位
相
で
は
ま
た
別
の
字
体
が
現
れ
る
可
能
性
も
あ

る
。
特
に
古
文
書
は
「
國
」
字
種
の
使
用
頻
度
も
高
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
多
彩
な
異
体
字
が
出
現
し
て
も
不
思
議
は
な
い
と
言
え

る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

「
國
」
字
種
の
略
字
使
用
が
最
終
的
に
「
囯
」
で
は
な
く
「
国
」
の
方
に
傾
い
て
い
っ
た
理
由
と
し
て
、「
王
」
と
い
う
字
を
用
い
る
こ
と

が
日
本
で
の
情
勢
に
そ
ぐ
わ
な
か
っ
た
と
か
、
或
い
は
デ
ザ
イ
ン
上
の
好
み
の
問
題
で
あ
る
と
か
と
い
っ
た
勝
手
な
臆
測
は
可
能
で
あ
ろ
う

が
、
こ
こ
で
は
妄
言
に
止
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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／
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叢
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／
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本
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／
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）
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漢
字
字
体
規
範
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デ
ー
タ
セ
ッ
ト　

http://w
w

w
.hng-data.org

奈
良
文
化
財
研
究
所　

木
簡
庫　

http://m
okkanko.nabunken.go.jp

附
記本

稿
は
、
筆
者
が
修
士
論
文
（
二
〇
一
六
年
度
）
執
筆
の
際
に
調
査
を
行
っ
た
内
容
を
基
に
補
訂
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
論
文
と
し
て
発
表
す
る

に
は
憚
ら
れ
る
と
判
断
し
、
一
つ
の
備
忘
録
と
し
て
公
開
す
る
。
御
批
正
や
御
意
見
を
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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阿部裕子（2013）「学習者オートノミーの育成―『映像で学ぶ日本語』の

授業実践からの考察」WEB版『日本語教育実践研究フォーラム報告』
pp.1-9
URL：http://www.nkg.or.jp/pdf/jissenhokoku/2013_P19_abe.pdf

伊藤秀明・石井容子・前田純子（2019）「継続的な学習につなげる日本語学
習サイト『ひろがる もっといろんな日本と日本語』」『ICT×日本語教育
―情報通信技術を利用した日本語教育の理論と実践―』ひつじ書房、
pp.222-234

小島裕子（2008）「教室内と教室外活動を繋げる試み―個人プロジェクト
を通して―」『桜美林言語教育論叢』（4）、pp.141-148

島崎薫（2010）「日本語学習者の『日本語使用者』としてのインターネット
を通したリソース使用に関する調査」『言語科学論集』14、pp.129-142

田中望・斉藤里美（1993）『日本語教育の理論と実際―学習支援システム
の開発―』大修館書店

トムソン木下千尋（1997）「海外の日本語教育におけるリソースの活用」『世
界の日本語教育』（7）、pp.17-29

山元淑乃（2011）「学習者主体の活動型授業―学習者オートノミーの育成
を目指して―」『留学生教育』（8）、pp.73-92

<実践研究に使用したリソース>
日本語学習webサイト「ひろがる もっといろんな日本と日本語」

国際交流基金関西国際センター「ひろがる もっといろんな日本と日本語」
URL：https://hirogaru-nihongo.jp/ 閲覧日：2020年12月3日 

CEFRの「自己評価表」
Council of Europe，吉島茂、大橋理枝（訳・編）（2014）『外国語教育Ⅱ 

外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠』追補版、朝
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Learning,teaching,assessmentの略であり、日本語では「ヨーロッパ言語
共通参照枠」などと訳される。複数の言語についての学習、教育、評価の
ための共通の枠組みであり、外国語の習得状況を測る際の大まかな目安と
なる。本研究では、学習者の技能別のレベルを確認できるCEFRの「自己
評価表」を使用した。

4 「ひろがる」の各トピックに用意されているコンテンツの一つである。トッ
プ動画ではトピックの概要を知ることができる。例えば、第2回で視聴し
た「寺・神社」のトピックのトップ動画では、神社での参拝の仕方や日本
の神について紹介している。なお、このトップ動画は字幕をつけたり消し
たりすることができる。

5 「ひろがる」の各トピックに用意されているコンテンツの一つである。コ
メントには、各トピックに関する質問が３つ用意されており、学習者はそ
の質問に対する答えをコメント欄に投稿したり、他の学習者のコメントを
見たりすることができるようになっている。例えば、「寺・神社」のコメ
ントには「寺や神社に行ったことがありますか。」「あなたの国や地域には
寺や神社がありますか。」などの質問があり、さまざまな国と地域の学習
者がコメントを投稿している。

6 「ひろがる」の各トピックに用意されているコンテンツの一つである。記
事では各トピックに関連する記事が10個ほど用意されており、読み上げ機
能もついている。また、学習者が自分自身で記事の内容が理解できたかど
うか確認できるようにクイズも用意されている。例えば、「武道」のトピッ
クでは、「剣道の道具」「居合道」などの記事がある。

7 青木（2016）では、学習者が自分の学習について振り返り、これからの
学習について考えるのを手助けするために教師が問いかけることを「アド
バイジング」とし、この「アドバイジング（問いかけ）」が学習者の自律
的な学習を助ける一つの方法であると述べている。

<参考文献>
青木直子（2008）「学習者オートノミーを育てる教師の役割（特集 自律的

学習者を育てるための教師の役割）」『英語教育』56（12）、pp.10-13
青木直子（2016）「第25回小出記念日本語教育研究会 講演 教えるのをやめ

る : 言語学習アドバイジングというもう一つの方法」『小出記念日本語教
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のクイズの活用方法を記憶していたからこそ、その後の学習活動でもクイズ
を使うことを考えることができたといえる。このことから、過去の学習内容
を記録し、学習者が必要に応じて参照できるものが、学習者の自律的な学習
を助ける可能性があると考えられる。

以上のことから、教師の問いかけと過去の学習を記録できるものが学習者
の自律的な学習を助ける可能性があると考える。

6-2．まとめと課題
本研究の課題は、「ひろがる」を使用した授業を行うことで、学習者オー

トノミーを育成し、自律的な学習を促すことができるかを明らかにすること
であった。Sさんは、最初は自分で自分の学習を考えることができず、自律
的な学習を行っているとはいえない状態であった。しかし、自分で学習を考
えるということを計9回行うことで、学習者オートノミーを発揮し、徐々に
自律的な学習ができるようになった。このことから、自律的な学習を促すこ
とができたと考えられる。また、筆者の問いかけや過去の学習を記録したも
のが学習の助けになる可能性があることがわかった。

最後に、本研究では、学習者オートノミーの育成を目的にしていたが、学
習目標や学習活動を自分で選択するという学習者オートノミーに限られてお
り、比較的長期の学習計画を立てたり、学習後に自分の学習を評価したりす
るような学習者オートノミーの育成については扱うことができなかった。学
習者が自律的な学習をする上で、中長期的な目標や学習方法を考えられるこ
とは、学習者に自分の学習を管理する能力を与えることや、さまざまな学習
を可能にすることを意味する。また、学習後に自分で自分の学習を評価でき
ることは、自分の能力を把握することや、次の学習をより充実したものにす
ることにつながる。そのため、これについての実践研究は今後の課題としたい。

1 パソコンやスマートフォンを使用して、インターネット上で行う学習の
ことである。

2 例えば、国際交流基金が、日本語学習者や入門初級学習者を主な対象に、
インターネットを通して日本語学習ができるサイト「JFにほんごeラーニ
ング みなと」を2016年から公開している。

3 CEFRとは、Common European Framework of Reference for Languages: 
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Sさんは、最初は自分で学習活動を考えることができず、考えようとす
る姿勢もあまり見られなかったが、第4回以降は筆者の助言を参考にしつつ、
自律的に学習活動を考える様子が見られた。この実践を通して、Sさんにリ
ソースの活用方法を示したり、学習活動を自分で考えてもらったりすること
で、Sさんの学習活動の選択における自律性が育まれたといえる。学習活動
を自分で考えるという学習者オートノミーを発揮することができ、自律的な
学習の萌芽が見られたと判断できる。

6．おわりに
6-1．学習者の自律学習をサポートするもの

ここまでは、Sさんが自律的な学習をすることができたのかを時系列で述
べてきたが、ここでは、Sさんの自律的な学習をサポートしたと考えられる
ものに焦点を当てて考察する。

まず、本研究では、筆者の問いかけがきっかけとなり、Sさんが自分の学
習について主体的に考えるようになった様子が見られた。例えば、5-1-4で示
した会話データ①である。ここでは、筆者の「（Sさんにとって）何が一番
必要？」、「聞くことが必要？」という2つの問いかけによって、Sさんに自
分の学習目標について考える機会を与えることができ、Sさんの自律的な学
習を助けることができた。このとき、Sさんは、筆者が最初に問いかけた「何
が一番必要？」に対して、「聞くことです。」と答えていたが、筆者はそこで
問いかけをやめずに、再度「聞くことが必要？」と問いかけた。このように、
筆者が何度か問いかけることによって、Sさんの思考を促すことができたと
考えられる7。

筆者の問いかけ以外にも、Sさんの自律的な学習を助けたと考えられるも
のがある。それは、過去の学習目標や学習活動などを記録した学習記録シー
トである。例えば、5-3-4で述べたように、第6回では、Sさんが第2回と第3
回の学習記録シートを参照し、それを参考に学習活動を考えることができた。
このことから、過去の学習目標や学習活動などを記録しておくことができる
ものが学習者の自律的な学習を助ける可能性があると考えられる。

また、Sさんは、第4回の学習活動でクイズを活用して以降、第5回、第7回、
第9回の学習活動でもクイズを学習活動に取り入れた。このときは、Sさん
は学習の記録シートを参照してはいないのだが、Sさんが過去の学習活動で

（119）
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第1回から第3回では、Sさんが学習活動を選択する過程に参加しようとす
る様子が見られなかったが、第4回以降ではSさんが自ら学習活動を考える
ことができた。特に、第4回では初めてクイズを使ったのだが、そこでクイ
ズの活用方法を学習したSさんは、その後の第5回、第7回、第9回でもクイ
ズを使おうと自ら考え提案することができた。クイズが用意されていない場
合は、筆者にクイズを出してもらうようするなど、学んだ活用方法をさらに
発展させて行おうとする様子が見られた。このように、授業のなかでリソー
スの活用方法を学び、それを他の授業で活かすことができた。

また、第9回では、Sさんがクイズを活用しようと考える様子が見られた。
第9回では「理解すること」が学習目標だったので、自分の理解度を測るこ
とができるクイズの活用を提案したのである。Sさんは、第4回と第7回の学
習活動でもクイズを活用したので、この経験から、クイズを学習活動に取り
入れたと考えられる。

以上から、第8回、第9回では、Sさんが筆者と話し合ったり、過去の学習
活動を参考にしたりしながら、学習活動を考えることができたことがうかが
える。

5-3-6．学習活動の選択のまとめ
Sさんの学習活動を選択する過程への関わり方の変化をまとめると図2の

ようになる。

図2：Sさんの学習活動の選択の仕方の変化

第 1回から第 3回

第 4回、第 5 回、第 6回

第 6回、第 7回、第 8回、

第 9回
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この実践では、毎回の学習目標や学習活動は学習記録シートに記録し、そ
れをファイリングしている。そのためSさんは自分で過去の学習活動の記録
を見ることができ、それを参考に学習活動を選択することができるのである。

第6回では、Sさんは学習記録シートを参照し、第2回と第3回の学習活動
を参考にして学習活動を選択した。これは、第6回と第2回、第3回の学習目
標がすべて同じ「話すこと」だったためである。しかし、まったく同じ学習
活動にするのではなく、トップ動画を見るという活動を加えたり、筆者と会
話するときに自分からさまざまな話題を提供したりと、第2回や第3回を参考
にしつつも、やや活動を発展させて行っていた様子が見られた。

第2回、第3回の学習活動はほとんど筆者が決めてしまったのだが、Sさん
はそこで学習活動の考え方を学び、それを参考に第6回では自分で考えるこ
とができた。このことから、Sさんが学習方法を学習していることがわかる。
しかも、学習者たちが考えがちなインプット中心の学習活動ではなく、筆者
とお茶について会話するというアウトプット中心の学習活動を考えることが
できた。ただ、これは、会話の相手を必要とする学習活動なので、授業時間
以外に一人で学習を行う際には、やや困難な学習活動であるのが難点である。
そのため、例えば、「ひろがる」にコメントを投稿して他の学習者と交流し
たり、日本人の友人とそのトピックについて会話してみたりなど、教師のい
ない教室外ではどうやってアウトプット中心の学習活動をするかということ
も合わせて考えてもらうと、学習者に教室外の自律的な学習を促す可能性が
あると考えられる。

5-3-5．第8回、第9回：筆者（教師）の意見や過去の学習活動を参考に選択す
る

第8回では、筆者が学習活動を二つ提案し、Sさんがそのうちの一つを選
択した。第3回でSさんは選択肢が与えられても選ぼうとしなかったが、第8
回では自分に合う学習活動を考え選択できたといえる。

第9回では、Sさんと筆者が話し合って学習活動を決めた。Sさんは筆者と
ともに学習活動を決める過程で、日本語を聞くより読むほうが得意であると
自分の能力を分析し、その分析から学習活動を選択しようとする様子が見ら
れた。また、Sさんが筆者の意見を参考に学習活動を考えようとする様子も
見られた。
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することができたことに、非常に感動している様子であった。この気づきが
後の学習活動の選択に影響してくる。

以上から、第4回では、Sさんが自分で学習活動を考えることができたこ
とがうかがえた。Sさんが学習活動を決定する過程に主体的に関わっている
といえる。また、クイズを使うことで内容を理解できたかどうかを自分で確
認できるということを学ぶことができた。つまり、リソースの活用方法や学
習方法を学ぶことができたことがわかる。

5-3-3．第5回、第7回：クイズ（リソース）の活用方法を学び、学習に活かそ
うとする

第5回と第7回では、Sさんが第4回で行ったクイズを再び学習に活用しよ
うと考える様子が見られた。

第5回では、Sさんは字幕なしでトップ動画を視聴した後、自分が動画の
内容を理解できたかどうかをクイズを使って確かめようとした。残念なが
ら、視聴したトップ動画にはクイズが用意されていなかったので、クイズを
活用することはできなかったのだが、Sさんが「ひろがる」の活用方法を考え、
自ら提案することができたのは大きな進歩と言える。

第7回では、トップ動画を視聴した後に、筆者が動画の内容に関するクイ
ズをいくつか出し、それにSさんが答えるという学習活動を行った。これは
Sさん自身が考えた学習活動である。第5回と同様に、第7回で視聴したトッ
プ動画にもクイズは用意されていなかったのだが、Sさんは筆者にクイズを
出してもらうことで、自分がトップ動画の内容を聞き取れたかを確認しよう
と考え、学習活動を工夫したのである

このように、第5回と第7回では、第4回での学習活動を参考に、クイズを使っ
て自分の理解度を確認しようとする様子が見られた。特に第7回では、クイ
ズを学習に取り入れるために、筆者にクイズを出してもらうという工夫がで
きたといえる。このことから、本研究が目的としている、インターネットの
リソースの活用方法を示し、学習方法を学習してもらうということが、この
点において達成されていることがわかる。

5-3-4．第6回：学習記録シートを参照し、選択する
第6回では、これまでの学習活動を参考に選択することができた。
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5-3-1．第1回から第3回：自分では考えられず、筆者（教師）の意見に従う
第1回では、学習目標の選択と同様に、Sさんは自分で学習活動を考える

ことに戸惑っている様子だった。そのため、筆者が考えた学習活動を提案し、
それがそのまま採用になった。第2回でも、筆者が学習活動を提案し、それ
が採用になった。

第3回では、第1回と第2回で学習活動を筆者がすべて考えてしまったこと
を反省し、筆者がその日の学習目標を参考に学習活動の候補を二つ提示し、
Sさんに選択してもらうことにした。しかし、Sさんは選択肢が提示されて
も自分で選択することをしなかった。

以上のように、第1回から第3回では、自分で考えて学習活動を選択しよう
という主体性は見られなかった。

5-3-2．第4回：自分で選択する
第4回では、Sさんが学習活動を考えた。会話データ②はそのときの会話

である。
会話データ②：Sさんが学習活動を自分で考えたとき（2020/08/02）
A：できるようになるために何をしますか。どうしようね。
B：うーん。
A：これ（トップ動画）見ますか、最初。
B：最初は、なんか、剣道の記事を見る（読む）。そして、知らない単語、
知らない言葉を調べる。
A：調べる。おー、いいね。
B：はい。えーと、その二つでいいですね。
A：ね。その二つでいいかな。

会話データ②から、Sさんは自分で学習活動を選択できたと判断できる。
また、第4回では、Sさんが考えた学習活動に沿って学習を行った後に、読

んだ記事の内容を理解できたかどうかを確認するためにクイズを行った。こ
のクイズは「ひろがる」の各記事に用意されているコンテンツの一つである。
記事の内容を問うクイズであり、学習者はこのクイズに答えることで記事の
内容を読み取れたかを自分で確認できるようになっている。筆者がSさんに
このクイズを紹介したのだが、Sさんはクイズを用いて自分の理解度を確認

（123）
－30－

リ
ソ
ー
ス
を
活
用
し
た
自
律
的
な
学
習
を
促
す
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か

―
日
本
語
学
習
サ
イ
ト
「
ひ
ろ
が
る 

も
っ
と
い
ろ
ん
な
日
本
と
日
本
語
」
を
活
用
し
た
例

―



いく。表2は各回の学習活動である。Sさんが学習活動を自分で考えて選択
することができたかを、×…すべて筆者が考えた、△…Sさんも決定の過程
に参加したが、筆者が考えた部分が大きかった、〇…Sさんが選択した、◎
…Sさんがより自律的に考え選択した、の4段階で示した。

回 学習活動の内容 関与の
度合い

第1回
1．紹介するアニメを調べる。
2．紹介文を書く。
3．筆者に紹介する。

×

第2回
1．寺・神社のトップ動画4を見る。
2．コメント5の質問に答える。
3．質問に対する答えを参考に筆者と寺や神社について会話する。

×

第3回
1．星・夜空のコメントの質問の答えを考える。
2．質問への答えを紙に書く。
3．書いた答えを発表しつつ、筆者と会話をする。

×

第4回

1．剣道の記事6を見て、わからない言葉を挙げる。
2．わからない言葉の意味をインターネットで調べる。
3．剣道の記事を読む。
4．記事の内容を理解できたかをクイズで確認する。

〇

第5回 1．水族館のトップ動画を字幕なしで見る。
2．動画の内容を聞き取れたか確認する。 〇

第6回
1．お茶のトップ動画を見る。
2．コメントの質問に答える。
3．質問に対する答えを参考に、筆者と会話をする。

〇

第7回
1．スイーツのトップ動画を見る。
2．筆者の質問に答えることで、動画の内容を聞き取れたか確認す

る。
◎

第8回
1．筆者が一人カラオケの記事を読むのを聞いて紙に書き取る。
2．答え合わせをする。
3．クイズに答えて内容が理解できたか確認する。

〇

第9回

1．スーパー・市場のトップ動画を見て、内容が理解できたか確認
する。

2．「お弁当」、「いろいろなサービス」の記事を読む。
3．記事の内容に関するクイズに答えて、理解できたか確認する。
4．コメントの質問に答えながら、筆者と会話する。

◎

表2：各回の学習活動の内容

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
六
号

（124）
－29－



考え、それを学習目標として選択することができた。Sさんがより主体的に
学習目標を考え決定することができたといえる。

 
5-1-5．学習目標の選択のまとめ

Sさんの学習目標を決定する過程への関与の変化をまとめると、図1のよ
うになる。

第1回では学習目標の決定に参加できなかったが、第2回から第7回（第4回
を除く）ではCEFRの「自己評価表」による自己評価をもとに学習目標を決
定することができ、第4回では使用するリソースを見て、適切な学習目標を
考えることができた。さらに、第8回、第9回では、それまで参考にしていた
CEFRの「自己評価表」の枠組みに囚われずに、日常生活の経験から自分に
必要な日本語能力を再度考えた上で学習目標を決定することができたといえ
る。

以上から、Sさんは実践を重ねることで、自分に必要な日本語能力を考え、
学習目標を決定することができるようになったといえる。授業内で学習目標
を自分で考えるという学習者オートノミーを発揮することができ、自律的な
学習の萌芽が見られたと判断できる。

5-2．学習活動の選択
次に、Sさんがどのように学習活動を決定する過程に関わったのかを見て

図1：Sさんの学習目標の選択の仕方の変化

第 1回

第 2回から第 7回

第 8回、第 9 回
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学習塾で、教師の話を聞きながらノートにメモを取ることを困難に感じてお
り、それを克服するために、文章を聞き取って書くことを第8回の学習目標
にしたのである。第2回から第7回（第4回を除く）ではCEFRの「自己評価表」
を参考に、どの技能のレベルを向上させるかを選択するのみであったが、第
8回は与えられた選択肢から選ぶのではなく、自ら目標を考えることができ
たといえる。Sさんが日常生活の経験から今の自分に必要な日本語能力を把
握し、それを学習目標にして能力を向上させようという主体性が見え、学習
目標を決定する過程への関与が深くなったといえる。

さらに、第9回では、今までの学習目標の立て方を反省し、自分の学習に
何が必要なのかを再度考えた上で学習目標を決めることができた。会話デー
タ①は第9回の学習目標を決めるときの筆者とSさんのやり取りである。な
お、これから本稿で示す会話データはすべて、Aは筆者、BはSさんである。

会話データ①：Sさんが自分にとってどんな日本語能力が必要なのか再度考
え、その考えを新たにしたとき（2020/09/13）
A：何が必要？一番。
B：聞くことですね。
A：聞くことが必要？
B：あ、一番必要なのは、僕は理解です。能力です。あ、理解できるの能力です。
A：あー、そうですね。
B：それは一番大事だと思います。
A：あー、はいはいはい。だから、
B：ただ聞くのも、ただ書くのも、その、理解できないは何もならない。
A：あー、たしかにたしかに。じゃあ、理解することが大事ですね。

 
会話データ①から、一度は第2回から第7回（第4回は除く）のように

CEFRの「自己評価表」の枠組みから選択して、「聞くこと」を学習目標に
しようとしたが、再度自分に必要な能力を考えることで、ただ聞くことや書
くことを学習するのではなく、聞いたり書いたりすることによって内容を理
解することがSさんにとって一番必要であると考えたことがわかる。このこ
とから、第9回は学習目標を「理解すること」にした。Sさんは、これまで
のCEFRの「自己評価表」の枠組みに囚われずに、自分に必要な能力を再度
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それは、学習目標を考えるときに、Sさんがどう考えればよいか悩んでいた
ため、筆者がCEFRの「自己評価表」を参考にして決めるように助言したか
らである。4-2で述べたように、Sさんは「ひろがる」を用いた授業の実践前に、
CEFRの「自己評価表」による自己評価を行った。この「自己評価表」では、
日本語能力を「理解すること」、「話すこと」、「書くこと」の3つに分けて評
価できるようになっており、さらに「理解すること」は「聞くこと」と「読
むこと」、「話すこと」は「やり取り」と「表現」の項目に分けて評価できる
ようになっている。そのため、Sさんは「聞くこと」「読むこと」「やり取り」「表
現」「書くこと」の5つのなかで、自分に足りていない能力は何かをCEFRの
自己評価によりすでに把握していたのである。そして、実践ではそれを参考
にしたうえで学習目標を選択してもらおうと考えたのである。また、「聞く
こと」、「書くこと」、「読むこと」のようにいくつかのわかりやすい選択肢を
提示することで、Sさんが学習目標を選択しやすくする狙いもあった。つま
り、Sさんが学習目標を考えやすいように学習目標の枠組みを与えたという
ことである。このことから、表1で示されている「話すこと」、「聞くこと」
のように、学習目標がやや抽象的になったのである。

以上から、第2回から第7回（第4回を除く）では、Sさんが実践前の自己
評価によって自分の日本語能力を把握し、それを参考に自分に必要な学習目
標を選択することができたといえる。しかし、それはあくまでCEFRの「自
己評価表」から与えられた枠組みのなかから選んでいるにすぎない。

5-1-3．第4回：使用するリソースを参考に選択する
第4回は、学習目標を選択する前に、使用するリソース（トピックとコン

テンツ）を選択したため、CEFRの「自己評価表」は参考にせず、選択した
トピックとコンテンツ(剣道に関する記事)を使ってどんな学習ができるかを
考えてから、Sさんが自分に適切な学習目標を選択した。 

5-1-4．第8回、第9回：日常生活から自分に必要な日本語能力を考え、選択す
る

第8回では、Sさんが日常生活での経験から今の自分に必要な日本語能力
を考え、学習目標を選択することができたといえる。

第8回の学習目標は「聞いて書くこと」であった。Sさんは普段通っている
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5-1-1．第1回：自分では選択できず、筆者（教師）の意見に従う
第1回では初回ということもあり、自分で学習目標を考えることにかなり

戸惑っている様子であった。そこで、筆者がSさんの日本語能力と興味・関
心を考慮したうえで学習目標を提案し、それに決定した。そのため、Sさん
は学習目標の決定に関わることができなかったといえる。

5-1-2．第2回から第7回（第4回を除く）：CEFRの「自己評価表」を参考に選
択する

第2回では、第1回で筆者のみで学習目標を決定したことを反省し、Sさん
にCEFRの「自己評価表」による自己評価の結果を参考に学習目標を選択す
るよう助言した。Sさんは自己評価において、「話すこと」と「書くこと」の
レベルが、「読むこと」と「聞くこと」と比べて低いと評価したため、第2回
では「話すこと」を学習目標として選択したと考えられる。

その後の第3回、第5回、第6回、第7回でも同様に、SさんがCEFRの「自
己評価表」を参考に学習目標を選択した。ここで表1を参照されたい。なぜ
第2回以降は具体的な学習目標が書かれておらず、「話すこと」、「聞くこと」、

「読むこと」のように4技能のいずれかで書かれている回が多いのだろうか。

択した、◎…Sさんがより自律的に選択した、の4段階で示した。

表1：各回の学習目標・トピック及びSさんの決定過程への関与の度合い

回 学習目標 関与の
度合い トピック 関与の

度合い

第1回 好きなアニメを紹介できる。 × アニメ・マンガ ×

第2回 話すこと。 △ 寺・神社 △

第3回 話すこと。 〇 星・夜空 〇

第4回 剣道の記事を読むこと。 〇 武道 〇

第5回 字幕なしで動画を見ること。 〇 水族館 〇

第6回 お茶について話すこと。 〇 カフェ・お茶 〇

第7回 聞くこと。 〇 スイーツ 〇

第8回 聞いて書くこと。 ◎ 音楽 〇

第9回 理解すること。 ◎ スーパー・市場 ◎
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4-3．授業方法
毎回の授業は以下の手順で行った。

Ⅰ．学習目標の選択
何を学習したいか、何ができるようになりたいか、学習目標を選択する。

Ⅱ．トピックの選択
「ひろがる」のどのトピックを使用して学習するかを選択する。

Ⅱ．学習活動の選択
目標達成のためにやるべきことを考え、「ひろがる」を使用してどのよう

な学習活動を行うかを選択する。
Ⅲ．実行

考えた学習方法に沿って、学習をする。
Ⅳ．振り返り

学習の達成度や新しく学んだ表現を振り返る。
学習の達成度を、「よくできた」、「できた」、「あまりできなかった」、「で

きなかった」の4段階で自己評価し、その授業で新しく学んだ表現も書く。
これらの学習目標や学習活動などは学習記録シートに記入した。

５．実践結果と考察
以下では、この実践によって、Sさんの自律的な学習を促すことができた

かどうかについて、データをもとに考察する。Sさんが自分の学習を決定す
る過程にどのように関わったのかを、①学習目標の選択、②学習活動の選択
の2つの項目に分けて見ていく。

なお、「ひろがる」のトピックの選択については、以下の表1で示すように、
第3回以降はSさんが自分の趣味や興味に基づいて積極的に選択した。

5-1．学習目標の選択
ここでは、Ｓさんがどのように学習目標を決定する過程に関わったのか、

また、その関わり方はどのように変化していったのかについて考察する。
まず、Sさんがどのような学習目標を考えたのかを紹介する。表1は各回

の学習目標とトピックである。また、Sさんが学習目標とトピックを自分で
考えて選択することができたかを、×…すべて筆者が考えた、△…Sさんも
決定の過程に参加したが、筆者が考えた部分が大きかった、〇…Sさんが選
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学習者が自ら学習目標を選択し、学習方法や内容を考え、実行することがで
きるようになり、そうすることで、学習者一人一人に合わせた学習が可能と
なる。このような自律的な学習を行うためには、教師によって決められた教
材を使用するのではなく、学習者が自らリソースを選択し、活用することが
必要である。近年の情報サービスの発達により、学習者はインターネットを
通して、さまざまなリソースに触れることができるようになり、学習者は自
分の学習にそれらを活用することができるようになった。しかし、なかには
インターネットのリソースの使用をあくまで趣味として楽しんでいるにすぎ
ず、学習の意識がない学習者もいる。このような学習者たちが、趣味として
楽しむだけでなく、そのリソースを活用して自律的に学習することができる
ようになれば、より効果的に日本語を学習することができるだろう。では、
教師はどのように学習者にインターネットのリソースの活用方法や学習効果
を提示し、リソースを活用した自律的な学習を促せばよいのだろうか。

また、「ひろがる」は学習者が趣味を通して日本語を学習できるwebサイ
トであり、学習者の自律的な学習を支援する目的を持つ。では、教師が学習
者に対してリソースの活用方法を示したり、自律的な学習を促したりするた
めに、「ひろがる」をどのように活用することができるのだろうか。

以上のような問題意識から、本研究では以下の研究課題を立てた。
課題：日本語学習webサイト「ひろがる もっといろんな日本と日本語」

を使った授業を行うことで、学習者オートノミーを育成し、自律的
な学習を促すことができるか。

４．実践の概要
4-1．対象者と実践の期間

対象者は中国人男子中学生1名（Sさん）である。Sさんは2019年4月から
日本で生活している。授業は、2020年7月12日から9月13日にかけて、各回30
分から1時間程度で計9回行った。

4-2．実践前の自己評価
「ひろがる」を使用した授業の実践に入る前に自己評価を行った。自己評

価にはCEFR3の「自己評価表」を用いた。
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的な学習を促した実践例としては小島（2008）が挙げられる。小島（2008）
では、多くの学習者がインターネットを通して日本のアニメや歌をリソース
として選択し、授業時間外にそれらを活用し学習したことが報告されている。
小島（2008）によると、学習者はインターネットから得たリソースを聞いた
り読んだりすることで活用しており、書く、話すといった学習は見られなかっ
たという。そのため、学習者がより効果的な学習をするために、教師がイン
プットだけでなく、アウトプットを伴う学習をどのように促すかが課題とし
て挙げられている。

2-4．日本語学習webサイト「ひるがる　もっといろんな日本と日本語」
「ひろがる もっといろんな日本と日本語」(以下、「ひろがる」)は国際交

流基金関西国際センターが2016年から公開している日本語学習サイトであ
る。近年、国内外の日本語学習者の増加やインターネットの発達に伴い、e
ラーニングリソースが増えつつあり2、「ひろがる」もそういったeラーニン
グリソースの一つである。伊藤・石井・前田（2019）によると、「ひろがる」
は、趣味などの自分の好きなことを通して日本語と異文化理解能力の育成を
支援するサイトをコンセプトとしており、学習者は自分の趣味や興味・関心
に応じて、さまざまなトピックを選択し、日本文化や日本語に触れることが
できるようになっている。トピックは、事前に学習者への調査を行い、特に
興味・関心の高かった12のトピックが用意されている。「武道」「書道」「ア
ニメ・マンガ」のような日本文化を代表するようなトピックや、「スイーツ」

「本・図書館」のような世界共通で趣味として楽しまれているトピックがある。
1つのトピックには、6つのコンテンツが置かれており、トピックの世界観を
感じられる「トップ動画」やトピックに関連するさまざまな情報を紹介して
いる「記事」、学習者が自由にコメントを書いて投稿することができる「コ
メント」など、さまざまなコンテンツが用意されている。

しかし、2016年公開という新しさから、「ひろがる」の授業での活用方法
はまだ報告されていない。

３．問題のありかと実践研究の目的
学習者の増加と学習スタイルの多様化にともない、学習者オートノミーの

育成の重要性が高まってきている。学習者オートノミーを育成することで、
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ネットのリソースに気軽にアクセスすることができるため、インターネット
のリソースは学習者にとって自分の自律的な学習に取り入れやすいものなの
ではないかと考えられる。

だが、トムソン木下（1997）では、インターネットのリソースの授業への
活用例として、パソコンを使って日本人学生と交信することしか挙げられて
ない。現在は、インターネットのリソースが充実してきており、学習者にとっ
て身近なものになりつつある。そのため、インターネットのリソースには他
にどのような活用方法があるのかを考えることが課題になってくるのではな
いだろうか。

2-3．インターネットのリソース使用についての実態調査
島崎（2010）では、日本語学習者が教室外で、どのようにインターネット

のリソースを使用しているのかについて調査を行った。そこでは、調査対象
の国外の学習者11名全員がインターネットのリソースを使用していることが
明らかになった。例えば、SkypeやFacebookを利用して日本人と交流してい
たり、日本語の動画や音楽を視聴していたり、日本語のサイトでオンライン
ショッピングをしていたりとその用途はさまざまであった。また、このよう
なインターネットのリソースを使用した学習に対する意識の違いも明らかに
なった。インターネットのリソースを使用しているときに、学習を意識して
いる者と意識していない者がいたのである。学習を意識していない学習者た
ちは、インターネットのリソースの使用をあくまで趣味としており、リソー
スをどのように活用し、自分にどのような学習効果をもたらすかについては
考えていなかったという。一方、学習を意識している学習者は、リソースの
活用方法や学習効果を考え、それを自分の学習活動に利用していたことが明
らかになった。

以上のことから、島崎（2010）では、教室外でのリソース使用の場面にお
ける、学習の意識化を図る取り組みの必要性を述べているが、具体的にどの
ように学習者に学習を意識させ、リソースの活用した学習を促すかについて
は考えられていない。このことから、教師がいかに学習者に対してインター
ネットのリソースの活用方法やその効果を提示し、学習を意識させるかが課
題となるだろう。

また、学習者に自分の興味に応じて自らリソースを選択してもらい、自律
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法を自分で選択して計画を立て、その計画を実行して成果を評価する力」と
定義されている。現在、日本語学習者は増加傾向にあり、学習者の出身国も
さまざまで、学習の目的や学習環境も多様化しており、学習者オートノミー
の育成の必要性は近年ますます高まっている。学習者オートノミーを育成す
るための実践研究もいくつか報告されている（阿部2013，山本2011など）。

しかし、インターネットのリソース、特にeラーニング1のリソースを活用
した学習者オートノミーの育成を目的とした授業実践例の報告は少ない。

2-2．日本語教育におけるリソース
学習者が自分で学習内容や方法を選択して学習を実行するため、つまり、

自律的な学習を行うためには、教師や友人の力を借りたり、身の周りのもの
を活用したりする必要がある。実社会には日本語学習に活用できそうなリ
ソースがさまざまあるが、そのなかから自分の学習に適しているリソースを
選び取って学習方法を考える力が、自律的な学習を行う上で重要になってく
ると考えられる。

日本語教育におけるリソースの活用については、しばしばトムソン木下
（1997）が引用される。トムソン木下（1997）では、リソースを実社会での
日本語使用のための学習に使い、実際の日本語使用にも役立ち、また、日本
語使用の対象となる、つまり学ぶ材料であると定義している。実社会のなか
から自らリソースを選択し、学ぶ材料にすることは、社会言語学、第二言語
習得、教育学の面から見ても有意義であると述べており、また、教室内での
日本語使用のためにつくられた「教材」ではなく、実社会に存在するリソー
スを学習に活用することで、学習者は教室空間から解放されるとしている。

トムソン木下（1997）では、リソースを人的リソース、物的リソース、社
会的リソース、情報サービスリソースの4つに分類している。人的リソース、
物的リソース、社会的リソースは田中・斎藤（1993）を参照したものだが、
トムソン木下（1997）では、それに加え情報サービスリソースの項目を設け
た。情報サービスリソースとは、特に海外における日本関連の情報源として
のリソースであり、例として、日本映画上映の情報や日本文化関連の展示会
の情報などを提供してくれる国際交流基金の日本文化センターが挙げられる。
また、日本関連の情報を得たり、交換したりすることができるインターネッ
トも情報サービスリソースの一つであると説明している。現在ではインター
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リソースを活用した自律的な学習を促すには
どうすればよいか

─日本語学習サイト「ひろがる もっといろんな
日本と日本語」を活用した例─

遠 藤 琴 里

１．はじめに
近年、日本語学習者が増加、多様化している。それらの様々な学習目的や

学習環境を持つ学習者一人一人がそれぞれのニーズやレディネスに合った学
習を行うためには、学習者が自分に合った学習を自分で考え実行することが
必要になってくる。そして、教師は学習者が自分の学習を自分で考えること
ができるようになるために、学習者の自律性を育てることが求められる。

インターネットが普及した現代では、学習者がインターネットを通して、
気軽にリソースにアクセスできるようになった。日本語で書かれた資料や日
本語音声の動画など、学習に活用できそうなリソースがインターネットから
気軽に得ることができ、自由に自分の学習に活用することができる。本研究
では、インターネットから得られるリソースが学習者の自律的な学習をサ
ポートするのではないかという考えから、学習者の自律性を育てることを目
的に、インターネットのリソースを使用した学習者主導の授業を行った。

具体的には、インターネットのリソースの一つである日本語学習webサイ
ト「ひろがる もっといろんな日本と日本語」を使用した授業を行い、その
なかで、学習目標や学習活動、リソースの活用方法などを学習者自身に考え
てもらうことを試みた。本稿ではこの事例をもとに、リソースを活用した自
律的な学習について考察していきたい。

２．先行研究
2-1．学習者オートノミー

近年、さまざまな教育現場で学習者の自律性を重視した教育が行われてい
る。学習者オートノミーは学習者の自律性を指す言葉であり、青木（2008：
10）では「人が何らかの理由で何かを学ぼうと思った時に、学習の内容や方

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
六
号

（134）
－19－



補足資料
アンケート用紙
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注6：ここでいうMicrocultural analysis（文化のミクロ分析）とは、カメラ、
テープレコーダー、ビデオフィルムなどを 駆使して撮った Birdwhistell 
の記録のことで、 人間行動を客観的に観察することをいう。

注7：アンケートに協力してもらった32名の学習者の国籍はネパール人16名、
ベトナム人12名、中国人4名である。

注8：一週間の学習領域は、文法4コマ、聴解4コマ、読解6コマ、JLPT対策2
コマ、作文2コマ、文字語彙2コマである。
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専修学校、もしくは各種学校となっている。これらの学校への入学者は在
留資格が認められる。文化庁国語課による「令和元年度国内の日本語教育
の概要」によると令和元年度11月1日現在法務省告示機関は618校で日本国
内における日本語教育機関全体の24.3％を占めている。

日本語学習者数は年々増加傾向にあり、東日本大震災の影響を受けて一
時的に減少したが、その後は順調に増加を続けている。「令和元年度国内
の日本語教育の概要」によると、日本語学習者数は277,857人となっている。
そのうち、日本語学校を含む法務省告示機関で学習する日本語学習者数は
11,172人となっている。学生の主な出身地・地域は、中国、ベトナム、ネ
パール、台湾、韓国などであり、主な傾向としては数年前に比べるとベト
ナム、ネパールが増加傾向にある。

注2：zoomとは、zoomビデオコミュニケーションズが提供するクラウドコ
ンピューティングを使用したWeb会議サービスの名称である。zoomサー
ビス内にミーティングルームを開設し、ミーティングIDやパスワードを
共有するユーザー同士で多地点と同時にWeb会議を行うことができるた
め、今回のコロナ禍において、急遽オンライン授業に切り替えるにあたり
使用されたツールの1つである。

注3：teamsとは、マイクロソフトが、Windows、MacOS、Linux、iOS及び
Android向けに開発・提供するコラボレーションプラットフォームであり、
Microsoft365アプリケーションの一部である。会議のスケジュールやアド
ホックな作成が可能で、チャンネルを訪れたユーザーは現在会議が進行中
であることを確認できる。今回のコロナ禍において使用が報告されたツー
ルの1つである。

注4：skypeはマイクロソフトが提供するクロスプラットフォーム対応のコ
ミュニケーションツールである。ユーザー間で、1対1またはグループでの
無料音声・HDビデオ通話が可能なため、以前から海外とのオンライン教
育で使用が報告されているツールの1つである。

注5：class inは2015年に中国の北京翼鴎教育科技（EEO）が提供を開始した
サービスで全世界で2万以上の教育機関に採用され、これまでに1200万人
以上の生徒や学生へのオンライン授業に使われてきた。動画による多人数
の授業を簡単な操作で行え、中国の北京大学や大手学習塾のほか、海外の
大手教育機関とも提携している。
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授業を展開できるという特性からオンライン授業の方が効率的に言語能力は
伸びる可能性はある。しかし、初級学習者においては「わからない」部分を
言語化することが難しく、教師側からの積極的な気付きを学習者側も期待し
ていることがわかった。同時に教師側にも学習者の言葉にならない「わから
ない」という空気を積極的に感じ取るためにはオンライン授業ではなく対面
授業の環境が必要であることがわかった。また、オンライン授業は対面授業
に比べて時間のロスがなくなるというメリットがあったが、教師側が感じて
いたグループワークのために机を移動する時間などの「時間のロス」も、学
習者にとっては時間のロスではないのかもしれない。今回具体的な答えは出
なかったが、この時間のゆとりこそ、学習者の気持ちを切り替える時間で
あったり、考えをまとめる時間であったり、なにかしら有効に働きかけてい
るのではないだろうか。そのあたりは今後の課題としたい。

さらに、日本語学校へ留学するということは日本語を学習するだけではな
く、「言葉以外の情報を得られるという意味では留学したり日本にいたりす
るのは大きい。（協力者B）」のではないだろうか。「（技能実習生は）教室で
学習したことではなくて実社会でキャッチした情報の量が大きいかもしれな
い。印象も強いかもしれない（協力者B）」と述べられているように、語学
留学といっても、日本で生活することによって、教室で学習すること以上に
得られる情報も多いと言えるだろう。

今後オンライン授業等形式がなくなることはないと思われる。その中で、
対面授業の意義をオンライン授業にどのように取り入れていけるのかは今後
の課題としたい。

６．おわりに
オンライン授業と対面授業という全く別の授業形態に対して同じ教室活動

や学習支援を望むことは、当然、無理が生じる。オンライン授業という新た
な授業形式が一般化してきた現在において、対面授業でしかなしえない教室
活動を再確認し、学習者のニーズと時代にあった日本語教育を目指していき
たいと考える。

注1：日本語学校は日本国内外に存在し、日本国内においては法務省より告
示を受けた日本語教育機関を特に指しており、学校登録されているものは
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で、もし、今後オンライン授業と対面授業を選択できるとしたらどちらを選
ぶか」という問いに対して、 「対面授業を受けたい」と答えた学習者が圧倒
的に多く、「質問ができない」ことを理由にあげていた。中には、「教室だっ
たらわからなくて考えていたら先生が来てくれるけど、オンラインの時はわ
からなくてもどんどん授業が進む（ベトナム人学生）」と述べており、学習
者は教師からの積極的な気付きを待っているということもわかる。これに対
して、教師側も、「どこがわからなくて止まっているのかを感じてあげられ
るのはオンラインよりも対面の方が感じてあげやすい（協力者B）」と述べ
ていることから、オンライン授業では実現できない学習支援であるといえる。

また、コミュニケーションに関しても「目が合わない」ことで、誰に対し
て発言しているのかわからないために、名前を明言するなどの工夫を施さな
ければならないなどのオンライン授業特異のコミュニケーションスキルが求
められる。これらに対する不慣れもオンライン授業のやりにくさの一因なの
ではないかと考えられる。

日本語学校に通う学習者の中にはいつもより（対面授業の時より）「宿題
が多い」ことで今後オンライン授業を受けたくないと回答した学生もいた。
協力者Aの勤務する大学ではLMS（Learning Management System学習管理
運営システム）に課題提出する形式を取ったため完全にオンライン化できて
いたのだが、日本語学校の場合はそのようなオンラインシステムが構築され
ておらず、学習者は課題を提出するためだけに学校に定期的に行っていた。
普段の対面授業であれば課題を提出するために学校へ改めて行くことはない
のだが、今回のオンライン授業では、休校にした時間分を取り戻すために、
指定された日に課題の提出をしに行かなければならない。この回答はこのよ
うな事情から負担が生じたため得られた回答だと推察する。

５．対面授業でしか実現できないことと日本語学校の存在意義
今回、多くの日本語教師がオンライン授業に感じた「やりづらさ」は「通

常の対面授業をオンライン授業でも置き換えて行おうとしそれがうまくいか
ないことが多い（藤本2019）」ことにある。そのため、オンライン授業にメ
リットも感じつつも、画面に限られた情報しか映し出されないことにやりに
くさを感じた。また、今回の調査から、日本語学校における対面式授業の存
在意義は、「空気を共有すること」に他ならないと感じた。言語に特化した
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一方、学習者の中でパソコンや、少し大きめのタブレット端末で受講した
学習者からは「画面が小さい」「字が見えない」などの回答はなかった。数
回の授業の後、この状況が分かったことから、教師側は画面共有する資料
の作り方の工夫を試みた教師もいた。その一人である協力者Bは「学生の使
用している端末がスマホだったため（画面が小さくて）、パワーポイントの
作り方が大事だと感じた」（協力者B）と述べている。また、「スピードが速
い」に関しては、普段の対面授業であれば絵カードなどを手元に準備したり、
めくったりする時間が存在するが、zoomの画面共有機能を使いパワーポイ
ントを使用することにより、時間の節約ができたために、授業の進行も実際
にスピードが速くなり、「（音声をミュートにさせているため）一方的になり
がち（協力者B）」な印象を与えたようである。また「絵カードの代わりに
ビジュアルエイズがどんどん出せるのはメリット（協力者B）」「時間のロス
がなくなる（協力者A）」ために、教師側はスムーズな授業が展開できたと
評価している反面、スピードが速いため、学習者は「メモができない」とい
う回答も出てきたものと思われる。また、「質問ができない」という回答に
関しても、次々と授業が展開されるために、質問を言語化しなければいけな
いという負担とともに、質問をするタイミングもなかったのも理由の1つな
のではないかと考えられる。さらに、教科書は手元に用意して授業に臨むよ
うに指示されていたにもかかわらず表4に示す通り、「教科書」と回答した学
習者が少なかったこと、表3に示す「メモができない」の回答が多かったこ
とから、メモを取る時間もないほど授業のスピードが速く、画面に集中して
しまったことで、教科書に対する印象は薄くなってしまったものと考えられ
る。さらに、聞き取り調査において、「今回、オンライン授業を経験した上

表 4．オンライン授業の時に使ったものは何ですか

回答者数（N=32）

携帯電話 18（78.3%）

パソコン 5（21.7%）

イヤホン 2（8.7%）

i-phone 2（8.7%）

教科書 1（4.3%）

マイク 0
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学習者が主に感じているやりづらさは、「音が聞こえにくい」という回答
が10名で31.3％と最も多く、音声に関することが挙げられた。また、次に多
かったのは「画面が小さい」「インターネットの状況が悪い」でそれぞれ9名、
28.1％であったが、これは、突然のオンライン化に伴い準備期間もなく、手
元にあった端末のみで急遽オンライン授業を受けなければならなくなったと
いう背景がある。日本語学校に通っている学習者のほとんどは、表4に示す
通り、パソコンを持っておらず、手元にあった端末はスマートフォンだけで
あったため、スマートフォンで受講したために画面が小さくて、文字が見え
にくいという回答が多かったと考えられる。

表 3．どうしてもう受けたくないですか

回答数（人）（N=32）

音が聞こえにくい 10（31.3%）

画面が小さい 9（28.1%）

インターネットの状況が悪い 9（28.1%）

友達に会えない 8（25.0%）

先生にチェックしてもらえない 6（18.8%）

宿題が多い 6（18.8%）

おもしろくない 6（18.8%）

質問ができない 4（12.5%）

スピードが速い 4（12.5%）

目が合わない 4（12.5%）

字が見えない 3（9.4%）

メモができない 3（9.4%）

その他 ・先生の説明が分かりにくい
・学校で課題があって交通費がかかった
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次に、やりづらかったことを探るために、どうしてもう受けたくないのか
を聞いた結果を表3に示す。

い」「たのしくない」方へと回答した学習者の方が「わかりやすい」「たのし
い」と回答した学習者より若干多いが大差はなく、全体として、オンライン
授業に対して学習者自身も教師同様に、メリットもデメリットも感じている
ようであった。また、便利かどうかについては「便利」の4、5に回答した学
生が15名（47％）、「不便」1、2に回答した学生が9名（28％）で、オンライ
ン授業の利便性を認める回答が得られた。 

オンライン授業を経験した結果、「もう受けたくない」と回答している学
生が過半数となったことに注目したい。この結果から、オンライン授業には
メリットもデメリットも感じたが、選べるならオンライン授業より対面授業
を選択したいという学習者の傾向がわかる。

次にオンライン授業のどのような点を評価しているのかを探るために、ど
うしてまた受けたいのかを聞いた結果を以下に示す。表2に示すように、ま
た受けたい理由に関して学校に行かなくていいという物理的な利便性が挙げ
られた。また、フォローアップインタビューで、コロナ禍において安全性が
確保されるといった安心感を意味するコメントも得られた。

回答数（人）N=32

学校に行かなくていい 6（18.8%）

わかりやすかった 6（18.8%）

家でリラックスできる 5（15.6%）

たくさん話せた 5（15.6%）

movieがわかりやすい 4（12.5%）

字が見やすかった 2（6.3%）

その他 安全

表 2．どうしてまた受けたいですか
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も限られてくる。ここに対面授業の意義が見い出せるのではないかと考えら
れる。

4.2　日本語学習者が感じたオンライン授業でやりにくかったことは何か
2020年5月から急遽オンライン化された授業を経験した仙台市内の日本語

学校の初級日本語学習者32名（注7）にアンケート調査を実施した。学習者の
言語能力に鑑み協力者A、Bのインタビュー調査結果から抽出されたキー
ワードをもとに選択式のアンケートとしている。なお、アンケート用紙を回
収しながら、口頭でも聞き取り調査を行った結果も以下に記す。

今回、学習者が受けた授業は以下の通りである。授業は通常の対面授業が
行われるはずの時間と同じ時間に開始し、1コマ50分の授業を1日4コマ行う。
学習領域（注8）も、対面授業で行われる予定であったものを基本的にそのま
ま行った。オンライン授業の環境が整うまでの1か月間を休校としていたた
め、その期間の授業時間分を補うために自習用の課題提出を義務付け指定さ
れた提出日に提出させた。

表中に示す1 ～ 5の数字は5段階でどのくらいの程度そう思ったかを示して
いる。

わかりやすさに関して、表1に示すように、もっとも多かった回答は「わ
かりにくい」が10名で、31％だが、「わかりやすい」に関しても、8名であり
25％を占めている。「どちらでもない」を意味する「3」よりも「わかりにく

1 2 3 4 5

わかりにくい 10
（31.3%）

5
（15.6%）

8
（25%）

1
（3.1%）

8
（25%） わかりやすい

たのしくない 12
（37.5%）

5
（15.6%）

5
（15.6%）

1
（3.1%）

6
（18.8%） たのしい

不便 4
（12.5%）

5
（15.6%）

4
（12.5%）

2
（6.3%）

13
（40.6%） 便利

もう受けたくない 12
（37.5%）

6
（18.8%）

3
（9.4%）

1
（3.1%）

7
（21.9%） また受けたい

表 1．オンライン授業はどうでしたか（単位：人）N=32
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図れる環境であるということである。

4.1.4 コミュニケーションに関すること
「オンラインは言葉でしかコミュニケーションは成立しないが、人間のコ

ミュニケーションは言葉だけではなく空気感とか場の共有とかがオンライン
では出せない」（協力者A）
「言葉以外の情報を得られるという意味では留学したり日本にいたりする

のは大きい。言葉以外の情報の面が80％。コミュニケーションはことばだけ
で行われているわけではない。オンラインでのやりとりは授業に限らず顔見
て話すところまではパーフェクトにできていてもその他の部分がない。対面
では話はきちんとできるけど、会話が始まる前や終わった後の振る舞いが決
める部分もある。」（協力者B）
「（対面授業で）話を意図して聞いているわけではないが、耳に入ってきた

ことがヒントになって（学習者の）発話が促されている気がするし、（教師
も）授業の進行も適宜変えやすい」（協力者C）

協力者A、B双方のインタビューの中に「オンライン授業であれば言語で
しかコミュニケーションは成立しない」という回答があった。画面に映っ
ている上半身部分だけではノンバーバルなコミュニケーションの部分はか
なりの割合で欠落してしまっていると考えられる。コミュニケーションに
関しては、発話によるコミュニケーションと身振りや手ぶりなどの動作や
物言いなどによるコミュニケーションに大きく二分される。そのうち後者
はノンバーバルコミュニケーションと呼ばれている。ノンバーバルコミュ
ニケーションに関してはRay L.Birdwhistellが、“Our present guess in that 
in pseudostatistics probably more than 30 to 35 per cent of a conversation 
or an interaction is carried by the words. Microcultural analysis（注6）offers 
objective measures of at least a portion of the remainder（Birdwhistell 
1970：157-158）”と述べており、言語による情報判断が3分の1であり、残り
の3分の2が、非言語コミュニケーションによる情報判断だとしている。

つまり、オンライン授業においては人間のコミュニケーションの大半を占
めているノンバーバルな部分がかなりの割合で欠落してしまっていると考え
られる。それにより、言語として表れていないものに関しては得られる情報
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4.1.3 学習支援に関すること
「時間のロスがなくてやりやすいが、理解度の把握が難しく、一方的な授

業になりがち」（協力者A）
「（学習者が）どこがわからなくて止まっているのかを感じてあげられるの

はオンラインよりも対面の方が感じてあげやすい。」（協力者B）
「オンライン授業はことばにするから力が付くが、言葉にしなかったら、

そのまま流されてしまう。」（協力者C）

対面授業であれば、教師は学習者の手がとまっていたら、学習者が自ら意
思表示をしなくても学習者が支援を必要としていることに気付くことができ
る。一方でオンライン授業では手元が見えない、表情が読みにくいという特
性から教師からの積極的な学習支援が困難になる。また、学習者も疑問が
あったとき、対面授業であれば指で示すなどの方法で質問できるが、オンラ
イン授業では常に言語化して質問をしなければならず負担となっている。

さらに、学習者も疑問があったとき、オンライン授業では常に言語化して
質問をしなければいけない。そうなると、質問をするという行為自体のハー
ドルが挙がってしまう。これに関して協力者Bは、「（教えている技能実習生
たちが働いている工場での作業中に日本人従業員との他愛もない会話の中か
ら得た方言などに対しての疑問があったときなどは）対面授業の場合は教師
に聞きやすいようだ。（対面授業であれば）発音が悪いのもクリアできる。」
と述べており、対面授業であれば、質問の内容を吟味するなど、正確に言語
化しなければいけないというハードルが下がり、気楽に質問できる環境を整
えることが期待できる。また、協力者Bは学習者の質問に対して回答するタ
イミングの問題についても「（対面授業なら）質問を内容によっては後から
答えるというような回避ができる。オンラインだとラインを切ったら終わっ
てしまう関係なので、後から答えるというのは有効ではない。」と指摘して
いる。つまり、時間の制限があって回答ができなかった場合も、対面授業で
あれば休み時間などに臨機応変に対応することが可能だが、オンライン授業
は、場合によってはネットワークを切ってしまったら授業も終わってしまう
ので、改めて別の時間をとることが難しいと述べている。学校に通うという
のは、教師と学生が自然にコミュニケーションがとれ、疑問の解消も気軽に
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能力が必要とされるだろう。筆者が勤務する日本語学校においては、日本語
での入力方法の指導をしておらず、キーボードで日本語の入力する指導をし
ているところは、未だに少ないことが予想される。

4.1.2 学習者の自律性に関わるもの
「グループワークも学習者同士で自律的に活動していかなければ成立しな

い教室活動の一つだった」（協力者A）
「オンライン授業は学生側の自律的な学習態度が要求される」（協力者A）
「オンライン授業は絶対に予習をしておくことを条件にしないと進まない。

自主学習ありきの授業になる。自分のモチベーションをキープできるような
システムづくりをする必要がある」（協力者B）
「協働学習だとしてブレイクアウトルームで学習するとしたら（教師は）

ファシリテーター的な役割になる。」（協力者B）
「友達の課題の答えを丸写ししているようだが、チェックする術はない。

学生を信じるしかない。」（協力者C）

協力者A、Bが対面授業からオンライン授業に変わったときに感じた「や
りづらさ」は学習者に自律的に動いてもらわなければいけないという点で
あった。対面授業は、教師と学習者双方に一定の緊張感が生まれ、集中を促
すことができるが、オンライン授業の場合は、見える部分が限定的であるた
め学習者の行動が把握できず、教師側が学習者の集中を促すなどの支援がし
づらくなる。仮に手元で別の作業をしていても教師が確認する術はないため、
これは試験などを行う際にもカンニング防止などの観点からも課題となった
オンライン授業におけるデメリットであった。画面に映し出されていない手
元で仮に携帯電話を操作するなどの学習と関係のないことをしていても教師
は気付きにくい。それゆえ、授業中であっても教師が適切なタイミングで助
言をするなどの働きかけから学習者の集中力を維持することも難しくなる。

よって、学習者に日本語学習に対するモチベーションや学習意欲のコント
ロールを委ねることになるのである。モチベーションに関しては、協力者B
は「（日本語学校では）友達に会えることもモチベーションを上げる要因に
なっているようだ」と述べており、実際に人に会うことが、学習者のモチ
ベーションを維持するための一因となっている可能性も否定できない。 
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今回の外的な要因からオンラインへの急な変更を余儀なくされたことに起
因して、多くの日本語教師が模索しながら進めていたのだが、教師が感じて
いる「やりづらさ」は藤本（2019）に「通常の対面授業をオンライン授業で
も置き換えて行おうとしそれがうまくいかないことが多い。」とあるように、
多くの日本語教師がこれまでの経験に基づいた対面授業をそのままオンライ
ン授業に反映させようとした。そのため、時間的、空間的な制約から解放さ
れたオンライン授業にメリットも感じた反面、画面に限られた情報しか映し
出されないことにやりにくさを感じていた。机間巡視も、zoomであれば手
元のボタンで画面がすぐに切り替わるので時間のロスがなく、発表もグルー
プごとに画面共有機能で発表資料を提示できることからグループワークを取
り入れやすかった反面、教室全体が見えないことにより、各グループの進度
の確認をするために教師は、各ブレイクアウトルームに入って数回確認作業
をしなければいけない。全体が把握できていれば、グループワークの時間を
早く切り上げるべきか、もう少し伸ばすべきかなども含めて調整しやすい。

また、教室活動の板書に変わる資料を提示する画面共有システムを使うと、
学習者の画面が映し出されないので、説明をしている間に、学習者の表情を
読み取るなど様子をうかがうことができないというやりにくさもあった。表
情や視点に関しては「Zoomは18名の学習者全員の顔が一覧できるが、どこ
に視点を置いていいかわからない。（協力者B）」という問題も存在する。

さらに、「担当したのは作文の授業だったため、対面式のように書かせる
と手元も見えないし、個別対応できないことになる（協力者B）」という問
題もあった。学習者の上半身しか映し出されないことで、指導内容によって
はやりづらくなるものも確実に存在するのである。対面式の授業でしていた
教室活動をオンライン授業に反映させる場合、これまでの教室活動では必要
とされていなかった新たなコミュニケーション方法が必要になってくること
になるだろう。教室活動の中で、学習者の理解度を確認するために問題を解
かせる場面は多々あるが、その際に、「口頭で回答させるかチャットで回答
させるか、そもそも学生がキーボードで日本語を打てるのかが課題だった。

（協力者B）」これまでの教室活動ではノートやプリントに記入させたり、口
頭で答えさせるなどして理解度を確認することが多かったが、オンライン授
業では手元が見えないことで、学習者が記入したノートの確認方法が問題と
なった。オンライン授業の際は学習者がキーボードで、日本語を入力できる
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ク）』を使用している。中国のオンライン授業は最大6名のグループレッスン
でレベルは初級から中級であり、パターンプラクティスが主な教室活動であ
る。

協力者Cもまた、西日本語学校でオンライン化に対応し、それ以前からオ
ンライン教育サービスclass inを使ったオンライン授業の経験もある日本語
教師で、教師歴3年、50代女性である。

今回のコロナ禍において協力者Bと同様のタイミングでオンライン化に対
応した。担当は初中級クラスである。クラスの人数は17名で、教科書は『み
んなの日本語Ⅱ（スリーエーネットワーク）』を使用している。

協力者の選定は以下の理由によるものである。今回のコロナ禍という外的
な要因において、オンライン授業未経験でありながらも想定外のタイミング
で、急遽対面授業からオンライン授業に切り替えることを余儀なくされた日
本語教師は多かったと思われる。その中で対面で行われていた日本語教育を、
いちはやくオンライン授業に切り替え、取り組み始めたことから、協力者A
に協力してもらった。また、日本語学校の実態調査をするにあたり、日本語
学校以外の教育現場ではどのように対応したのかを探るために大学に勤務し
ているAに協力を依頼した。B、Cについては、すでに構築されたオンライ
ンシステムによるオンライン授業の経験が既にあったうえで、今回のコロナ
禍における日本語学校の対面授業からオンライン授業への移行も経験したこ
とから協力を依頼した。

４．調査結果
4.1　日本語教師が感じたオンライン授業でやりにくかったことは何か
4.1.1 オンライン会議システムzoomの機能に関すること
「（zoomのブレイクアウトルーム機能に関して）全体が見えないので、グ

ループワークが進んでいないグループの確認などがしづらいのがデメリット
だった」（協力者A）
「画面共有すると学生の顔が見られなくなるのはzoomのデメリットだった。

（中国のオンライン教育システム）class in は画面にテキストが映し出され
た状態でも画面上部には学生の顔が一覧できるようになっているから」（協
力者B）

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
六
号

（148）
－5－



A」「協力者B」「協力者C」とする）に対してオンライン会議システムzoom
を使ってインタビュー調査を行った。調査項目は①授業内容、②オンライン
授業で工夫したこと、③オンライン授業で感じたメリット、デメリットであ
る。

また、このインタビュー調査の中から出てきたキーワードを基に選択式の
アンケート用紙を作成し、オンライン授業を受けた日本語学習者32名に対し
てアンケート調査を行った（補足資料参照）。なお、アンケート用紙の選択肢は日
本語学習者の言語能力に鑑み日本語母語話者のインタビュー調査結果を基に
学習者向けに言葉を変えて選択肢を作成した。さらに10名の学習者に対して
聞き取り調査としてフォローアップインタビューを行っている。
＜調査対象者＞

協力者Aは、2020年のコロナ禍においていち早く韓国でオンライン授業へ
切り替え対応した日本語教師で、教師歴18年、30代女性である。協力者Aが
担当した授業は、専攻と教養科目の授業があり、専攻の科目としての日本語
クラスは大学1年生の初級日本語会話、2年生は中級日本語会話、3年生はビ
ジネス日本語会話であり、それぞれ20名程度の人数構成である。教養科目と
しての日本語クラスは、いろいろな学科の学生が入ってくるが、基礎的な日
本語会話の授業で、クラスは30名である。教材は韓国で発行されているもの
で、オンラインでも教材は変えずに使用した。文法的なことは韓国人の教師
が指導することになっており、日本人教師は会話を中心に教えることになっ
ている。協力者Aが担当している授業はブレンディッドラーニング（反転授
業）なので、あらかじめ動画を見ておいて、それをzoomの授業で実践する
というのが基本的な流れとなる。教材もあらかじめパワーポイントで録画し
ておき、それをアップロードして課題としてあらかじめ見ておくことが条件
となる。

協力者Bは、東日本の日本語学校で今回のオンライン化に対応し、また、
それ以前から中国のオンライン教育サービスclass inでのオンライン授業の
経験もある日本語教師で、教師歴3年、50代女性である。今回のコロナ禍に
おいて1カ月程度の準備期間を経て2020年5月より日本語学校の授業のオンラ
イン化に対応した。担当科目は作文であり、作文の授業そのものはオンライ
ン授業では難しかったので、文法的な要素を含んだ授業に切り替えた。教科
書は『留学生のためのここが大切文章表現のルール（スリーエーネットワー
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における初級レベルのオンラインでの日本語教育の実践での困難点と利点を
述べている。困難点は上に挙げた点であり、利点としては「移動時間が無く
なることによる負担軽減」「資料のデジタル化による保管の利便性」「労働環
境の効率化」が挙げられている。また後藤（2020：41）は、韓国の大学にお
ける会話の授業報告の中で動画による授業（オンデマンド）とzoomによる
授業を行った結果、オンデマンドは「即座にフィードバックを返すことが
難しく、また学生が教師からもらったフィードバックを見て修正している
のかどうかも不明である。」という問題点が改善されるという意味において、
zoomの方が適していると述べている。日本国内のzoomを使用した実践報告
としては、三宅他（2021）がオンライン授業の振り返りを通して、オンライ
ン授業の悪い点についてネットワーク環境に関する問題と、学習上の問題を
挙げている。学習上の問題としては「対面授業での授業中であれば、すぐに
確認できるワークシートの添削にも、オンライン授業では時間を要する。お
となしい学生を参加させながらクラスの一体感を作るのが難しい（三宅他
2021：9）」ことを指摘している。

このようにオンライン授業に関しては様々な研究がされているが、オンラ
イン授業の実践の中で垣間見えた対面授業の必要性や対面授業における教師
の在り方について言及されているものは少なく、日本国内の日本語学校の教
師や学習者を対象にしたオンライン授業の実態調査は管見の限り見当たらな
い。

今後、オンライン授業もうまく取り入れたハイブリッド型の授業が展開さ
れていくことになることは容易に想像できるが、オンライン授業という存在
もある中での対面授業にもとめられている教師の役割や対面授業の在り方は
どのようなものだろうか。学習者が対面授業に求めているものは何なのだろ
うか。オンライン授業で感じた「やりにくさ」を解消する対面授業の役割と
はどのようなものなのだろうか。本稿ではこれらの問題意識に基づき、オン
ライン授業を経験した教師に対するインタビュー調査と、オンライン授業を
受講した学習者に対するアンケート調査から日本語学校における対面授業の
意義について明らかにしたい。

３．調査方法
2020年10月に、オンライン授業経験者の日本人教師3名（以下、「協力者
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ビュー調査とアンケート調査の結果を報告する。それぞれが日本語学校にお
けるオンライン授業についてどのように感じたのかを探ることで、日本語学
校の対面授業の意義について考察することを目的とする。

２．オンライン授業の実践報告に関する先行研究
オンライン授業の実践報告は現在多数挙げられている。まず、ここでいう

オンライン授業を定義しておきたい。オンラインで行われる遠隔授業は、そ
の形態を同期型、非同期型、同期・非同期統合型に分類することができる

（久國他1998）。同期型は教師が遠隔地の学習者に対して双方向型のツールを
使ってリアルタイムで授業を行う形式である。非同期型は教師があらかじめ
録画していた動画教材をオンデマンドで配信し、学習者が遠隔地からその動
画にアクセスし、自主的に学習するシステムである。本稿で取り扱うオンラ
イン授業とは教師と学習者がリアルタイムで授業を行う同期型の授業のこと
とする。

日本語教育のオンライン授業には教師と学習者が1対1で行うプライベート
レッスンと、複数の学習者が同時に参加するグループレッスンがある。また、
グループレッスンの人数は2 ～ 3人程度の少人数の場合もあれば、大人数を
対象にした講義型のものまで多岐にわたる。また、使用ツールはweb上の会
議システムzoom（注2）やteams（注3）、skype（注4）、中国のオンライン教育シス
テムclass in（注5）などを使った授業が報告されている。

オンライン授業についてはすでに様々な研究がされており問題が指摘され
ている。先行研究は大きく分けて2つある。1つはオンラインにおけるコミュ
ニケーションに関するものであり、例えば藤本（2019）は、システムの不具
合からの負担が教師のやりづらさという感覚を生んでいると述べており、通
信環境や通信速度の差によっておこる問題や、視線の不一致や、見える範囲
や動きの制限などにより微妙な感情を読み取ることが難しいことなどが挙げ
られる。また、岩井・峯崎（2020：37）もオンライン上のコミュニケーショ
ンについて「インターネット環境への依存度が高いために起きる問題があ
り、出欠確認から発言、タイムラグが起きることなど全てに時間がかかる問
題、学習者のインターネット環境が悪く接続不良により授業参加が困難にな
るケースなどが見られた」と述べ、その困難点を指摘している。

もう一つは、授業実践に関するものである。岩井・峯崎（2020）は、韓国
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〈報告〉
オンライン授業の実践から見えた
日本語学校の対面授業の意義

志賀村 佐 保

１．はじめに
現在、日本語教育は大きな転換期を迎えている。2020年、新型コロナウィ

ルスの影響により、日本語学校や大学、企業研修などでも、オンラインによ
る日本語教育の需要が一気に高まった。感染拡大防止策の一環として、世界
中の多くの教育機関がそれぞれの場や内容に応じた様々な形のオンライン授
業を実施するに至り、現在、多くの研究者によりその事例報告や今後の展望
が発表されている。その中でも、日本語学校（注1）においてのオンライン授
業という形態は、これまでの常識を覆す新たな授業形態であり、日本語教
師、日本語学習者双方にとってのチャレンジとなった。オンライン授業に関
しては日本と海外をつないだオンライン授業を展開する教育サービスが既に
数多く存在している。しかし、本来、対面で行われるはずの教育機関での授
業が、外的な要因により突然オンライン授業となったのは日本語学校では初
めての経験であった。筆者自身も日本語学校に勤務しており、今回のコロナ
禍において日本語学校の対面授業を急遽オンライン授業に切り替え、試行錯
誤しながらオンライン授業を行った日本語教師の一人である。これまで行っ
てきた対面授業の経験をもとにオンライン授業を行う中で、オンライン授業
のメリット、デメリットを感じる日々であった。オンライン授業は、時間的、
地理的、経済的な制限から解放されるというメリットがある一方で、これま
での対面授業を持ち込むには一定の工夫が必要であり、これまでのやり方で
はやりにくいというデメリットも感じた。その、オンライン授業で感じたデ
メリットこそが、オンライン授業では成し得ない教室活動であり、対面授業
の意義になるのではないかと思われる。本稿では今回、外的要因によって突
然オンライン化された日本語学校の授業の実態と、日本語教師（以下、「教
師」とする）、日本語学習者（以下、「学習者」とする）双方に対するインタ
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…
佐　

藤　
　
　

陽

　
　
―
『
特
命
戦
隊
ゴ
ー
バ
ス
タ
ー
ズ
』『
烈
車
戦
隊
ト
ッ
キ
ュ
ウ
ジ
ャ
ー
』
を
中
心
に
―

石
川
啄
木
『
一
握
の
砂
』
に
投
影
さ
れ
た
苦
悩
…
…
…
佐　

藤　

若　

菜

方
言
の
使
用
効
果
―
津
軽
方
言
を
例
と
し
て
―
…
…
…
…
…
神　
　
　

清　

香

『
金
閣
寺
』
に
お
け
る
美
に
つ
い
て
―
「
認
識
」
と
「
行
為
」
の
観
点
か
ら
―
…
菅　

原　

朋　

実

つ
か
こ
う
へ
い
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
鈴　

木　

美　

玖

韓
国
の
高
等
学
校
に
お
け
る
日
本
語
教
育
と
し
て
の
日
本
文
化
の
扱
い
方
…
髙　

野　

沙　

耶

有
対
動
詞
マ
チ
ガ
ウ
・
マ
チ
ガ
エ
ル
の
混
同
…
…
…
…
高　

橋　

彩　

奈

ア
ニ
メ
を
使
用
す
る
日
本
語
教
育
の
研
究　
　
　
　

…
髙　

橋　

美　

玲

　
―
『
僕
の
ヒ
ー
ロ
ー
ア
カ
デ
ミ
ア
』
を
使
っ
た
授
業
で
行
え
る
こ
と
―

三
島
由
紀
夫
研
究
―
『
金
閣
寺
』
を
中
心
に
―
…
…
…
…
…
田　

畑　

愛　

実

三
島
由
紀
夫
研
究
―
『
金
閣
寺
』
の
美
、
異
性
愛
と
同
性
愛
―
…
千　

葉　

祐　

香

日
本
語
母
語
話
者
と
外
国
人
日
本
語
使
用
者
間
の
…
…
中　

澤　

葉　

子

　

ボ
イ
ス
チ
ャ
ッ
ト
に
関
す
る
談
話
研
究

『
諸
国
百
物
語
』
に
お
け
る
幽
霊
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
難　

波　

多　

恵
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三
島
由
紀
夫
研
究
―
『
金
閣
寺
』
を
中
心
に
―
…
…
…
…
…
新　

妻　

礼　

菜

『
仮
面
の
告
白
』
と
『
金
閣
寺
』
の
二
作
品
か
ら
見
る
…
二　

唐　

夏　

帆

　
「
正
常
さ
の
資
格
」
に
つ
い
て

『
好
色
五
人
女
』
考
―
西
鶴
の
描
く
女
性
像
―
…
…
…
…
…
間　
　
　

穂
乃
香

森
鷗
外
の
稀
語
・
難
語
か
ら
見
る
語
彙
の
特
徴
…
…
…
花　

渕　

ひ
な
の

日
本
語
の
話
し
方
に
よ
る
印
象
・
伝
わ
り
方
の
違
い
…
日
比
野　
　
　

愛

　

―
対
話
に
お
け
る
音
声
の
印
象
に
影
響
を
与
え
る
要
因
―

日
本
語
学
習
者
に
と
っ
て
の
日
本
就
職
の
意
味
と
は
…
平　

山　

り　

ほ

　
―
韓
国
人
日
本
語
学
習
者
に
対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
通
し
て
―

『
古
今
和
歌
集
』
恋
歌
に
お
け
る
女
性
表
現
と
…
…
…
…
毛　

利　

友　

紀

　
「
女
ら
し
さ
」
に
つ
い
て

若
者
語
の
ゆ
れ
―
日
常
会
話
と
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
比
較
か
ら
―
…
…
八　

鍬　

杏　

子

江
戸
川
乱
歩
『
盲
獣
』
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
山　

尾　

祐　

生

ジ
ャ
ニ
ー
喜
多
川
の
ア
イ
ド
ル
思
想
―
選
抜
・
育
成
の
視
点
か
ら
―
…
渡　

邉　

惇　

月

三
島
由
紀
夫
研
究　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
渡　

辺　

日
加
里

　
―
『
仮
面
の
告
白
』
と
『
金
閣
寺
』
か
ら
見
た
「
美
」
へ
の
認
識
―

三
島
由
紀
夫
研
究
―『
金
閣
寺
』を
中
心
に
―
…
…
…
…
…
…
針　

生　

奈　

々

『
か
け
が
え
の
な
い
人
間
』
の
考
察
…
…
…
…
…
…
…
…
及　

川　

つ
く
し

高
村
光
太
郎
『
道
程
』
―
自
己
の
確
立
と
智
恵
子
―
…
…
…
齋　

藤　

芽　

衣

萩
原
朔
太
郎
『
月
に
吠
え
る
』
に
お
け
る
孤
独
の
表
現
…
髙
見
澤　

芽　

衣

『
白
き
手
の
猟
人
』
に
お
け
る
三
木
露
風
の
〈
象
徴
〉
…
青　

木　

優　

佳

日
本
語
教
育
に
お
け
る
「
ら
抜
き
言
葉
」
…
…
…
…
…
赤　

井　

美
莉
乃

『
楚
囚
之
詩
』
で
見
ら
れ
る
「
蝙
蝠
」
と
「
鶯
」
に
隠
さ
れ
た
…
阿　

曽　

成　

美

　

北
村
透
谷
と
い
う
作
者
の
恋
愛
観

２
０
１
０
年
代
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
サ
イ
ト
に
お
け
る
「
パ
ロ
デ
ィ
」
の
在
り
方
…
荒　

関　

芽　

生

　

―
二
次
創
作
作
品
を
中
心
に
―

創
作
「
エ
リ
ア
Ｎ
」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
板　

橋　

由　

依

江
戸
川
乱
歩
の
『
人
間
椅
子
』
に
お
け
る
手
紙
の
差
出
人
は
誰
か
…
内　

野　

日
陽
里

リ
ソ
ー
ス
を
活
用
し
た
自
律
的
な
学
習
を
促
す
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か

　
―
日
本
語
学
習
サ
イ
ト
「
ひ
ろ
が
る　

も
っ
と
い
ろ
ん
な
日
本
と
日
本
語
」
を
活
用
し
た
例
―

…
遠　

藤　

琴　

里

映
画
『
け
い
お
ん
！
』
に
お
け
る
「
時
間
」
の
非
／
特
権
性
…
小
田
長　

志　

歩

創
作
「
栄
門
高
校
よ
ろ
ず
相
談
同
好
会
」
…
…
…
…
…
小
山
田　

智　

美

漫
画
『
ジ
ョ
ジ
ョ
の
奇
妙
な
冒
険
』
に
お
け
る
特
殊
性
と
普
遍
性
…
小
山
田　

美　

咲

与
謝
野
晶
子
論
―
「
君
死
に
た
ま
ふ
こ
と
な
か
れ
」
を
巡
っ
て
―
…
桂　

島　

穂
乃
香

創
作
「
海
辺
で
奏
で
る
コ
ン
チ
ェ
ル
ト
」
…
…
…
…
…
熊　

谷　

映　

美 

小
文
字
の
歴
史
と
し
て
の
帝
国　
　
　
　
　
　
　
　

…
穀　

田　

有　

希

　
―
映
画
『
セ
デ
ッ
ク
・
バ
レ
』
に
お
け
る
日
本
人
台
湾
人
の
在
り
方
―

『
日
本
語
は
生
き
残
れ
る
か
』
に
関
す
る
考
察
…
…
…
…
佐　

藤　

あ　

ゆ

人
の
容
姿
を
表
す
形
容
詞
・
形
容
動
詞
の
変
遷
…
…
…
佐　

藤　

菜　

月

山
形
県
に
お
け
る
学
校
方
言
の
分
布
…
…
…
…
…
…
…
佐　

藤　

満
里
奈

創
作
「
月
が
綺
麗
で
し
た
。」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
佐　

藤　

璃　

音

『
源
氏
物
語
』
―
作
中
歌
に
見
る
「
涙
」
―
…
…
…
…
…
…
庄　

子　

知　

花

母
語
話
者
の
男
女
差
の
あ
る
言
葉
か
ら
非
母
語
話
者
が
使
用
可
能
な
…
庄　

司　

ゆ　

い

　
男
こ
と
ば
・
女
こ
と
ば
の
扱
い
方
に
つ
い
て
考
え
る

プ
リ
ン
セ
ス
映
画
か
ら
見
る
女
性
語
の
特
徴
…
…
…
…
菅　

原　

恵　

香

地
域
日
本
語
教
育
に
お
い
て
の
対
話
学
習
の
意
義
…
…
平　

未　

来　

花

『
曽
根
崎
心
中
』
に
お
け
る
心
中
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
髙　

梨　

か
れ
ん

　

―
原
因
と
解
決
を
観
点
と
し
て
―

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
六
号
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心
理
学
的
視
点
か
ら
考
え
る
『
金
閣
寺
』
及
び
…
…
…
太　

齋　

優　

美

　

三
島
由
紀
夫
を
中
心
と
し
た
研
究

新
語
の
発
生
と
普
及
―
情
報
通
信
機
器
を
表
す
語
彙
―
…
…
田　

邉　

さ
く
ら

宮
城
県
方
言
に
お
け
る
あ
い
づ
ち
表
現
―
会
話
資
料
を
使
用
し
て
―
…
玉　

澤　

明　

帆

漢
字
学
習
の
観
点
か
ら
見
た
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
材
の
研
究
…
…
足　

沢　

紫　

織

『
浜
松
中
納
言
物
語
』
に
お
け
る
転
生
描
写
に
つ
い
て
…
津　

田　

優　

希

神
の
使
い
の
動
物
た
ち
―
動
物
報
恩
譚
か
ら
見
る
神
使
た
ち
―
…
手
代
木　

友　

花

創
作
「
僕
ら
の
ひ
み
つ
の
夏
祭
り
」
…
…
…
…
…
…
…
東
海
林　

千　

寛

東
北
地
方
に
お
け
る
格
助
詞
サ
の
機
能
拡
張
に
つ
い
て
…
冨　

樫　

せ
り
な

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
服
飾
の
色
彩
―
白
と
紫
を
中
心
に
―
…
永　

畑　

つ
ば
さ

創
作
「
花
を
抱
き
て
」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
花　

田　

佳　

巴

雑
誌
の
リ
ー
ド
文
に
お
け
る
文
末
表
現
方
法
…
…
…
…
福　

田　

天　

音

創
作
「
風
切
羽
の
呪
縛
」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
古　

田　

愛　

奈

石
田
祐
康
の
作
品
世
界
に
お
け
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト
性
の
構
築
…
松　

崎　

ま
ど
か

　

―
映
画
『
ペ
ン
ギ
ン
・
ハ
イ
ウ
ェ
イ
』
を
中
心
に
―　

創
作
「
約
束
」
ほ
か
三
篇
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
丸　

川　

美
希
子

東
北
方
言
の
接
尾
辞
「
コ
」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三　

浦　

あ
さ
ひ

山
田
尚
子
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
世
界
に
お
け
る
不
／
可
視
性
の
転
覆
…
三　

浦　
　
　

歩

　

―
映
画
『
聲
の
形
』『
リ
ズ
と
青
い
鳥
』
を
中
心
に
―

終
助
詞
の
性
差
に
お
け
る
変
遷
と
現
代
認
識
…
…
…
…
三　

浦　

光　

希

「
±0.5次

元

」
の
世
界　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
宮　

腰　

早　

葵

　
―
2.5
次
元
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
『
テ
ニ
ス
の
王
子
様
』
の
事
例
を
中
心
に
―

情
態
副
詞
の
変
遷
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
宮　

崎　

真
理
子

程
度
性
を
表
す
形
容
詞
「
や
ば
い
」
の
用
法
と
印
象
…
村　

山　

眞　

子

若
者
言
葉
の
発
生
と
定
着
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
森　

谷　

美　

緒

古
今
和
歌
集
「
巻
第
十
一
恋
歌
一
」
か
ら
「
巻
第
十
五
恋
歌
五
」
の
夢
…
山　

口　

華　

苗

『
大
和
物
語
』
と
は
ど
の
よ
う
な
物
語
か
…
…
…
…
…
…
遊　

佐　

円　

香

　

―
女
性
を
足
掛
か
り
に
し
て
―

小
林
賢
太
郎
世
界
の
美
学
―
笑
い
の
構
築
と
そ
の
本
質
を
中
心
に
―
…
吉　

城　

茉　

海

現
代
漫
画
に
お
け
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
分
類
と
効
果
…
…
吉　

田　

朱　

里

『
金
閣
寺
』
研
究
―
「
生
き
よ
う
」
と
い
う
結
末
に
至
る
ま
で
―
…
渡　

邉　

夏　

鈴

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
六
条
院
―
女
君
と
季
節
の
関
わ
り
に
つ
い
て
―
…
渡　

辺　

琴　

音

漫
画
『
美
少
女
戦
士
セ
ー
ラ
ー
ム
ー
ン
』
に
お
け
る
…
遠　

藤　

明
日
香

　

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
表
象

『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
研
究
…
…
…
…
男　

澤　

果　

奈

三
島
由
紀
夫
研
究
―
『
金
閣
寺
』
を
中
心
に
―
…
…
…
…
…
毛　

利　

咲　

希

『
変
わ
る
方
言　

動
く
標
準
語
』
に
関
す
る
考
察
…
…
…
田　

村　

千　

穂
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日
本
文
学
・
文
化
演
習
Ⅰ
Ｄ
（
北
原
白
秋
を
読
む
）

日
本
文
学
・
文
化
演
習
Ⅱ
Ｄ
（
石
川
啄
木
を
読
む
）

近
代
文
学
Ⅱ
Ａ
（
北
村
透
谷
を
読
む
）

日
本
文
学
発
展
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

卒
業
研
究
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

千　

葉　

幸
一
郎　
　

文
学
語
学
入
門
セ
ミ
ナ
ー
Ｈ（
近
現
代
文
学
入
門
）

近
代
文
学
Ⅰ
Ａ
（
近
代
文
学
に
描
か
れ
た
女
性
像

を
探
る
）

日
本
文
学
・
文
化
演
習
Ⅰ
Ｃ
（
文
学
理
論
の
基
礎

を
学
ぶ
）

日
本
文
学
・
文
化
演
習
Ⅱ
Ｃ
（
明
治
三
〇
～
四
〇

年
代
の
短
編
小
説
を
読
む
）

日
本
文
学
発
展
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

卒
業
研
究
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

志　

村　

文　

隆　
　

文
学
語
学
入
門
セ
ミ
ナ
ー
Ｃ（
現
代
日
本
語
入
門
）

現
代
語
Ⅰ
（
日
本
語
の
地
域
差
を
学
ぶ
）

現
代
語
Ⅱ
（
言
葉
の
多
様
性
（
変
異
）
を
学
ぶ
）

日
本
語
学
演
習
Ⅰ
Ａ
・
Ⅱ
Ａ
（
日
本
語
方
言
考
察
）

日
本
語
学
発
展
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

東
北
の
文
学
・
文
化
・
こ
と
ば
Ｉ
・
Ⅱ

卒
業
研
究
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

李　
　
　

敬　

淑　
　

日
本
文
学
・
文
化
演
習
Ⅰ
Ｅ
（
日
本
映
画
史
）

映
像
文
化
論
Ⅱ
（
大
衆
文
学
、
映
画
、
Ｔ
Ｖ
ド
ラ

マ
、
マ
ン
ガ
、
ア
ニ
メ
な
ど
、
多
様
な
ジ
ャ
ン

《
二
〇
二
一
（
令
和
三
）
年
度
》

　
　
日
本
文
学
科
講
義
題
目

深　

澤　

昌　

夫　
　

日
本
文
学
史
Ⅰ
（
古
典
）

日
本
文
化
史
Ⅰ
・
Ⅱ
（
古
典
芸
能
史
入
門
）

文
学
語
学
入
門
セ
ミ
ナ
ー
Ａ
（
く
ず
し
字
で
書
か

れ
た
「
百
人
一
首
」
を
読
む
）

日
本
文
学
・
文
化
演
習
Ⅰ
Ｂ
（
中
世
文
学
を
読
む
）

日
本
文
学
・
文
化
演
習
Ⅱ
Ｂ
（
近
世
文
学
を
読
む
）

日
本
文
学
発
展
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

東
北
の
文
学
・
文
化
・
こ
と
ば
Ｉ
・
Ⅱ

卒
業
研
究
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

澤　

邉　

裕　

子　
　

文
学
語
学
入
門
セ
ミ
ナ
ー
Ｄ（
日
本
語
教
育
入
門
）

日
本
語
教
育
概
説
Ⅰ
・
Ⅱ

日
本
語
教
育
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ
（
外
国
語
と
し
て
の
日

本
語
の
基
本
構
造
を
学
ぶ
）

日
本
語
教
育
発
展
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

卒
業
研
究
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

日
本
語
教
育
実
習
Ⅱ

修
士
論
文
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ
（
大
学
院
）

九　

里　

順　

子　
　

日
本
文
学
史
Ⅱ
（
近
代
）

文
学
語
学
入
門
セ
ミ
ナ
ー
Ｂ（『
若
菜
集
』を
読
む
）

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
六
号

－156－



ル
と
メ
デ
ィ
ア
の
作
品
を
表
象
文
化
的
観
点
か

ら
分
析
す
る
）

日
本
文
化
発
展
演
習
Ⅰ

卒
業
研
究
演
習
Ⅰ

菊　

地　

恵　

太　
　

日
本
語
概
説
Ⅰ
・
Ⅱ

文
学
語
学
入
門
セ
ミ
ナ
ー
Ｆ
（
古
典
籍
を
読
む
）

日
本
語
学
演
習
Ⅰ
Ｂ
（
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
「
天
草

版
平
家
物
語
」
を
読
む
）

日
本
語
学
演
習
Ⅱ
Ｂ（
江
戸
時
代
の
古
活
字
本『
伊

曽
保
物
語
』
を
読
む
）

日
本
語
学
発
展
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

卒
業
研
究
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

山　

口　

一　

樹　
　

文
学
語
学
入
門
セ
ミ
ナ
ー
Ｇ
（
く
ず
し
字
で
書
か

れ
た
『
新
版
源
氏
か
る
た
』
や
『
古
今
和
歌
集
』

を
読
む
）

日
本
文
学
・
文
化
演
習
Ⅰ
Ａ
（
上
代
・
中
古
文
学

を
読
む
）

日
本
文
学
・
文
化
演
習
Ⅱ
Ａ
（『
和
泉
式
部
日
記
』

を
読
む
）

古
典
文
学
Ⅰ
Ａ
（『
源
氏
物
語
』
を
読
む
）

古
典
文
学
Ⅱ
Ａ
（
平
安
文
学
「
女
房
」
研
究
）

日
本
文
学
発
展
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

卒
業
研
究
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

Ｊ
・
Ｆ
・
モ
リ
ス　
　

日
本
文
化
論
Ⅰ
（「
日
本
文
化
論
」
的
な
言
説
を

越
え
た
日
本
文
化
を
学
ぶ
）

日
本
文
化
論
Ⅱ
（
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
）

日
本
文
学
・
文
化
演
習
Ⅱ
Ｅ

世
界
の
な
か
の
日
本
Ａ
・
Ｂ
（
多
文
化
共
生
）

卒
業
研
究
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

相　

澤　

秀　

夫　
　

国
語
科
教
材
研
究

千　

葉　

正　

昭　
　

近
代
文
学
Ⅰ
Ｂ
（
太
宰
治
を
読
む
）

近
代
文
学
Ⅱ
Ｂ
（
永
井
荷
風
を
読
む
）

早
矢
仕　

智　

子　
　

異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

日
本
漢
字
能
力
検
定
対
策

廣　

瀬　
　
　

愛　
　

映
像
文
化
論
Ⅰ

堀　

田　

智　

子　
　

第
二
言
語
習
得
論
Ⅰ
・
Ⅱ

市　

瀬　

智　

紀　
　

対
照
言
語
学

程　
　
　

艶　

春　
　

対
照
言
語
学

五
十
嵐　

伸　

治　
　

国
語
科
教
育
法
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
・
Ⅳ

国
語
科
実
践
研
究
Ⅰ
・
Ⅱ

ニ
ュ
ー
ス
時
事
能
力
検
定
対
策

池　

上　

冬　

樹　
　

創
作
表
現
発
展
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

卒
業
研
究
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

石　

川　

秀　

巳　
　

古
典
文
学
Ⅰ
Ｂ 

（『
百
人
一
首
一
夕
話
』
を
読
む
）

笠　

間　

は
る
な　
　

日
本
語
検
定
対
策

日
本
語
検
定
対
策
Ⅰ

小　

林　
　
　

隆　
　

社
会
言
語
学
（「
も
の
の
言
い
か
た
」
の
地
域
差

研
究
）
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三　

島　

敦　

子　
　

音
声
学 

（
日
本
語
音
声
学
の
基
礎
知
識
の
習
得
）

日
本
語
教
育
実
習
Ⅰ

大　

木　

一　

夫　
　

日
本
語
史
Ⅰ
・
Ⅱ

大　

沼　

郁　

子　
　

創
作
表
現
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

猿　

渡　
　
　

学　
　

メ
デ
ィ
ア
編
集
Ａ
・
Ｂ（
メ
デ
ィ
ア
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
体
感
）

Ｉ
Ｔ
ス
キ
ル

日
本
文
化
発
展
演
習
Ⅱ

卒
業
研
究
演
習
Ⅱ

佐　

竹　

保　

子　
　

中
国
文
学
特
殊
講
義
Ⅰ
（
大
学
院
）

佐　

藤　

育　

美　
　

日
本
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル

佐　

藤　

伸　

宏　
　

比
較
文
学
Ａ
・
Ｂ

篠　

本　

賢　

一　
　

身
体
表
現
Ａ
・
Ｂ
（
演
劇
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
を
通
し

て
、「
身
体
表
現
」
に
つ
い
て
実
践
的
に
考
察

す
る
）

鈴　

木　

由
利
子　
　

民
俗
学
Ａ
・
Ｂ

髙　

橋　
　
　

修　
　

キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン

髙　

野　

静　

枝　
　

書
道
Ⅲ
・
Ⅳ

津　

田　

大　

樹　
　

古
典
文
学
Ⅱ
Ｂ 

（『
万
葉
集
』
を
読
む
）

渡　

辺　

郁　

子　
　

書
道
Ⅰ
・
Ⅱ

渡　

部　

東
一
郎　
　

中
国
文
学
概
説
Ⅰ
・
Ⅱ
（
漢
文
訓
読
）

中
国
文
学
Ａ
（「
唐
代
伝
奇
」
を
読
む
）

中
国
文
学
Ｂ
（『
聊
斎
志
異
』
を
読
む
）

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
六
号

－158－



受
贈
図
書
目
録
（
二
〇
二
〇
年
四
月
～
二
〇
二
一
年
三
月
）

國
語
國
文
學
報　

78　

79
（
愛
知
教
育
大
学
国
語
国
文
学
研
究
室
）

愛
知
教
育
大
学
大
学
院
国
語
研
究　

28　

29
（
愛
知
教
育
大
学
大
学
院
国

語
教
育
専
攻
）

緑
岡
詞
林　

44
（
青
山
学
院
大
学
日
文
院
生
の
会
）

青
山
語
文　

50
（
青
山
学
院
大
学
日
本
文
学
会
）

紀
要　

62
（
青
山
学
院
大
学
文
学
部
）

大
阪
大
谷
国
文　

49　

50
（
大
阪
大
谷
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会
）

国
語
と
教
育　

46
（
大
阪
教
育
大
学
国
語
教
育
学
会
）

大
阪
国
際
児
童
文
学
振
興
財
団 

研
究
紀
要　

33
（
大
阪
国
際
児
童
文
学

振
興
財
団
）

文
学
史
研
究　

60（
大
阪
市
立
大
学
国
語
国
文
学
研
究
室
文
学
史
研
究
会
）

言
語
文
化
学
研
究　

日
本
語
日
本
文
学
編　

15
（
大
阪
府
立
大
学
人
間
社
会

シ
ス
テ
ム
科
学
研
究
科 

人
間
社
会
学
専
攻
言
語
文
化
学
分
野
）

大
妻
国
文　

51
（
大
妻
女
子
大
学
国
文
学
会
）

研
究
所
年
報　

13
（
大
妻
女
子
大
学 

草
稿
・
テ
キ
ス
ト
研
究
所
）

岡
大
国
文
論
稿　

48
（
岡
山
大
学
言
語
国
語
国
文
学
会
）　

國
文　

133
（
お
茶
の
水
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会
）　　

帯
広
大
谷
短
期
大
学
紀
要　

57
（
帯
広
大
谷
短
期
大
学
）

香
川
大
学
国
文
研
究　

45
（
香
川
大
学
国
文
学
会
）

学
習
院
大
学
上
代
文
学
研
究　

45
（「
学
習
院
大
学
上
代
文
学
研
究
会
」

同
人
）

學
習
院
大
學
國
語
國
文
學
會
誌　

64
（
學
習
院
大
學
國
語
國
文
學
會
）

國
文
学　

104
（
関
西
大
学
国
文
学
会
）

関
西
学
院
大
学
日
本
語
教
育
セ
ン
タ
ー
紀
要　

10
（
関
西
学
院
大
学
日
本

語
教
育
セ
ン
タ
ー
）

日
本
文
藝
研
究　

71
―
2　

72
―
1　

72
―
2
（
関
西
学
院
大
学
日
本
文

学
会
）

語
文
研
究　

129
（
九
州
大
学
国
語
国
文
学
会
）

和
漢
語
文
研
究　

18
（
京
都
府
立
大
学
国
中
文
学
会
）

金
城
日
本
語
日
本
文
化　

96
（
金
城
学
院
大
学
日
本
語
日
本
文
化
学
会
）

国
文
研
究　

65
（
熊
本
県
立
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会
）

群
馬
県
立
女
子
大
学
国
文
学
研
究　

40
（
群
馬
県
立
女
子
大
学
国
語
国
文

学
会
）

高
知
大
國
文　

51
（
高
知
大
学
国
語
国
文
学
会
）

神
女
大
国
文　

32
（
神
戸
女
子
大
学
国
文
学
会
）

神
戸
女
子
大
学
古
典
芸
能
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要　

14
（
神
戸
女
子
大
学
古

典
芸
能
研
究
セ
ン
タ
ー
）

日
本
文
化
研
究　

5
（
國
學
院
大
學
栃
木
短
期
大
學
國
文
學
會
）

国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
会
議
録　

43
（
国
文
学
研
究
資
料
館
）

調
査
研
究
報
告　

40
（
国
文
学
研
究
資
料
館
）

古
代
文
学
研
究　

第
二
次　

29
（
古
代
文
学
研
究
会
）

相
模
国
文　

47
（
相
模
女
子
大
学
国
文
研
究
会
）

實
踐
國
文
學　

98　

99
（
実
践
国
文
学
会
）

上
智
大
学
国
文
学
論
集　

54
（
上
智
大
学
国
文
学
会
）

上
智
大
学
国
文
学
科
紀
要　

38
（
上
智
大
学
国
文
学
科
）

昭
和
女
子
大
学
大
学
院
日
本
文
学
紀
要　

31　

32（
昭
和
女
子
大
学
大
学
院
）
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贈
図
書
目
録（
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〇
二
〇
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月
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〇
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年
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月
）



文
学
研
究　

31
（
聖
徳
大
学
短
期
大
学
部
国
語
国
文
学
会
）

国
文
白
百
合　

51
（
白
百
合
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会
）

椙
山
女
学
園
大
学
研
究
論
集　

社
会
・
人
文
・
自
然
科
学
篇　

各
52
（
椙
山

女
学
園
大
学
）

成
蹊
國
文　

53
（
成
蹊
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
）

成
城
國
文
學
論
集　

43
（
成
城
大
學
大
學
院
文
學
研
究
科
）

成
城
国
文
学　

37
（
成
城
大
学
成
城
国
文
学
会
）

聖
心
女
子
大
学
大
学
院
論
集　

42
―
1　

42
―
2
（
聖
心
女
子
大
学
）

全
国
文
学
館
協
議
会　

紀
要　

13
（
全
国
文
学
館
協
議
会
）

専
修
国
文　

107　

108
（
専
修
大
学
日
本
語
日
本
文
学
文
化
学
会
）

日
本
文
学
論
集　

45
（
大
東
文
化
大
学
大
学
院
日
本
文
学
専
攻
院
生
会
）

日
本
文
学
研
究　

60
（
大
東
文
化
大
学
日
本
文
学
会
）

高
岡
市
万
葉
歴
史
館
紀
要　

30
（
高
岡
市
万
葉
歴
史
館
）

語
文
論
叢　

35
（
千
葉
大
学
文
学
部
日
本
文
化
学
会
）

中
央
大
學
國
文　

64
（
中
央
大
學
國
文
學
會
）

紀
要　

言
語
・
文
学
・
文
化　

127　

128
（
中
央
大
学
文
学
部
）

中
京
大
学
文
学
会
論
叢　

7
（
中
京
大
学
文
学
会
）

中
京
大
学
文
学
部
紀
要　

55
―
1　

55
―
2
（
中
京
大
学
文
学
部
）

中
國
詩
文
論
叢　

37　

38
（
中
國
詩
文
研
究
會
）

文
藝
言
語
研
究 

文
藝
篇
・
言
語
篇　

78　

79
（
筑
波
大
学
大
学
院
人
文
社

会
科
学
研
究
科
文
芸
・
言
語
専
攻
）

國
文
鶴
見　

54
（
鶴
見
大
学
日
本
文
学
会
）　

奈
良
学
研
究　

22
（
帝
塚
山
大
学
奈
良
学
総
合
文
化
研
究
所
）

日
本
文
化
史
研
究　

51
（
帝
塚
山
大
学
奈
良
学
総
合
文
化
研
究
所
）

山
邊
道　

61
（
天
理
大
學
國
語
國
文
學
會
）

学
芸
国
語
国
文
学　

52　

53
（
東
京
学
芸
大
学
国
語
国
文
学
会
）

東
京
女
子
大
學
日
本
文
學　

116
（
東
京
女
子
大
学
学
会
日
本
文
学
部
会
）

東
京
大
学
国
文
学
論
集　

15
（
東
京
大
学
文
学
部
国
文
学
研
究
室
）

同
志
社
女
子
大
学
大
学
院　

文
学
研
究
科
紀
要　

20（
同
志
社
女
子
大
学
）

日
本
語
日
本
文
学　

32
（
同
志
社
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会
）

同
朋
文
化　

16
（
同
朋
大
学
人
文
学
会
）

国
語
学
研
究　

59
（
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
「
国
語
学
研
究
」
刊

行
会
）

言
語
科
学
論
集　

24
（
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科 

言
語
学
・
日
本

語
学
・
日
本
語
教
育
学
専
攻
分
野
）

文
藝
研
究　

―
文
芸
・
言
語
・
思
想
―　

187　

188
（
東
北
大
学
文
学
部
日
本

文
芸
研
究
会
）

日
本
文
芸
論
稿　

43
（
東
北
大
学
文
芸
談
話
会
）

日
本
文
学
文
化　

19　

20
（
東
洋
大
学
日
本
文
学
文
化
学
会
）

文
学
論
藻　

95
（
東
洋
大
学
文
学
部
日
本
文
学
文
化
学
科
）

徳
島
文
理
大
学
文
学
論
叢　

37
（
徳
島
文
理
大
学
文
学
部
文
学
論
叢
編
集

委
員
会
）

徳
島
文
理
大
学
比
較
文
化
研
究
所
年
報　

36
（
徳
島
文
理
大
学
比
較
文
化

研
究
所
）

並
木
の
里　

89　

90
（『
並
木
の
里
』
の
会
）

叙
説　

47　

48
（
奈
良
女
子
大
学
日
本
ア
ジ
ア
言
語
文
化
学
会
）

南
山
大
学
日
本
文
化
学
科
論
集　

20
（
南
山
大
学
日
本
文
化
学
科
）

西
日
本
国
語
国
文
学　

7
（
西
日
本
国
語
国
文
学
会
）

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
六
号

－160－



二
松
學
舍
大
学
人
文
論
叢　

104　

105
（
二
松
學
舍
大
学
人
文
学
会
）

日
本
近
代
文
学
館
年
誌　

資
料
探
索　

16
（
日
本
近
代
文
学
館
）

國
文
目
白　

60
（
日
本
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会
）

清
心
語
文　

22
（
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会
）

花
園
大
学
日
本
文
学
論
究　

13
（
花
園
大
学
日
本
文
学
会
）

阪
神
近
代
文
学
研
究　

21
（
阪
神
近
代
文
学
会
）

言
語
表
現
研
究　

37
（
兵
庫
教
育
大
学
言
語
表
現
学
会
）

弘
学
大
語
文　

47
（
弘
前
学
院
大
学
国
語
国
文
学
会
）

國
文
學
攷　

244　

245　

246　

247
（
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
）

文
教
國
文
學　

64
（
広
島
文
教
大
学
国
文
学
会
）

玉
藻　

54
（
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
国
文
学
会
）

藤
女
子
大
学
国
文
学
雑
誌　

103
（
藤
女
子
大
学
日
本
語
・
日
本
文
学
会
）

日
本
文
學
誌
要　

101　

102
（
法
政
大
學
國
文
學
會
）

法
政
文
芸　

15
（
法
政
大
学
国
文
学
会
）

作
家
特
殊
研
究　

研
究
冊
子　

10
（
法
政
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科

日
本
文
学
専
攻
）

日
本
文
学
論
叢　

50
（
法
政
大
学
大
学
院
日
本
文
学
専
攻
委
員
会
）

能
楽
研
究　

44
（
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
）

三
重
大
学
日
本
語
学
文
学　

31
（
三
重
大
学
人
文
学
部
日
本
語
日
本
文
学

研
究
室
）

武
庫
川
女
子
大
学
言
語
文
化
研
究
所
年
報　

30
（
武
庫
川
女
子
大
学
）

武
庫
川
国
文　

89
（
武
庫
川
女
子
大
学
国
文
学
会
）

武
蔵
野
日
本
文
学　

30
（
武
蔵
野
大
学
国
文
学
会
）

明
治
大
学
日
本
文
学　

46
（
明
治
大
学
日
本
文
学
研
究
会
）

文
芸
研
究　

142　

143　

144
（
明
治
大
学
文
芸
研
究
会
）

日
本
文
学
会
誌　

32
（
盛
岡
大
学
日
本
文
学
会
）

日
本
文
學
會
學
生
紀
要　

28
（
盛
岡
大
学
日
本
文
学
会
）

東
北
文
学
の
世
界　

28
（
盛
岡
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
）

米
澤
國
語
國
文　

49
（
山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学
国
語
国
文
学
会
）

論
究
日
本
文
學　

112　

113
（
立
命
館
大
学
日
本
文
学
会
）

琉
球
ア
ジ
ア
文
化
論
集　

6
（
琉
球
大
学
人
文
社
会
学
部
）

國
文
學
論
叢　

66
（
龍
谷
大
學
國
文
學
會
）

古
代
研
究　

53　

54
（
早
稲
田
古
代
研
究
会
）

国
文
学
研
究　

191　

192　

193
（
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
）

早
稲
田
大
学
大
学
院　

教
育
学
研
究
科
紀
要　

31
（
早
稲
田
大
学
大
学
院

教
育
学
研
究
科
）

早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要　

別
冊
28
―
1　

28
―
2
（
早

稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
）

文
藝
と
批
評　

13
―
1
（
早
稲
田
大
学
文
学
部
日
文
コ
ー
ス
室
内
文
藝
と

批
評
の
会
）

平
安
朝
文
学
研
究　

28　

29
（
早
稲
田
大
学
平
安
朝
文
学
研
究
会
）

和
洋
國
文
研
究　

55
（
和
洋
女
子
大
学
日
本
文
学
文
化
学
会
）

宮
城
学
院
女
子
大
学
大
学
院
人
文
学
会
誌　

22
（
宮
城
学
院
女
子
大
学
大

学
院
）

２
０
２
０
年
度
平
安
文
学
ゼ
ミ　

卒
業
論
文
集
（
宮
城
学
院
女
子
大
学
日

本
文
学
科
）

２
０
２
０
年
度
創
作
表
現
研
究
Ⅱ
作
品
集
（
宮
城
学
院
女
子
大
学
日
本
文

学
科
）

－161－

受
贈
図
書
目
録（
二
〇
二
〇
年
四
月
～
二
〇
二
一
年
三
月
）



千
葉
正
昭
先
生
よ
り

『
太
宰
治
論　

作
品
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』（
雁
書
館
）

秦　

恒
平
様
よ
り

『
秦　

恒
平　

湖
の
本
』　

150
（
湖
の
本
）

伊
狩
弘
先
生
よ
り

『
近
代
文
学
研
究
に
お
け
る
〈
資
料
〉
の
活
用
』（
日
本
近
代
文
学
会
）

『
樋
口
一
葉
全
集
』（
筑
摩
書
房
）

『
明
治
女
学
校
の
世
界
』（
青
英
舎
版
）

九
里
順
子
先
生
よ
り

『
詩
人
・
木
下
夕
爾
』（
翰
林
書
房
）

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
六
号

－162－



前
集
要
目

日
本
文
学
ノ
ー
ト　
　

第
五
十
五
号
（
通
巻
七
十
七
号
）

目　
　

次

三
十
二
年
間
を
振
り
返
っ
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Ｊ
・
Ｆ
・
モ
リ
ス
教
授
略
歴
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

研
究
業
績
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

『
保
元
物
語
』に
お
け
る〈
理
〉と〈
哀
〉

　

―
『
平
治
物
語
』『
平
家
物
語
』と
比
較
し
て

―
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

中
原
中
也
の
詩
に
お
け
る
フ
ォ
ル
ム
と
内
な
る
宇
宙
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

北
園
克
衛
に
お
け
る
視
覚
詩
─「
図
形
説
」と
白
の
イ
メ
ー
ジ

─
…
…
…
…
…
…

室
生
犀
星
、老
年
の
生
の
言
葉
─
入
院
記「
黄
と
灰
色
の
問
答
」「
蝶
紋
白
」─
…
…

漢
字
字
体
の
組
織
的
な
略
体
化

　

─
略
字「
尽
」の
構
成
素「
尺
」の
場
合

─
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

戦
時
下
朝
鮮
映
画
に
お
け
る
金
信
哉
の
女
優
表
象（
３
）

　

─
大
東
亜
共
栄
圏
の
女
優
に
は
何
が
求
め
ら
れ
た
か

─
…
…
…
…
…
…
…
…
…

〈
報
告
〉海
外
の
日
本
語
教
育
と
つ
な
が
る
オ
ン
ラ
イ
ン
セ
ミ
ナ
ー

　

─
Ｗ
ｅ
ｂ
会
議
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
た
実
践
事
例
の
報
告

─
…
…
…
…
…
…
…

形
容
詞
の
名
詞
化
に
使
わ
れ
る
接
尾
辞「
み
」の
用
法
の
変
化
…
…
…
…
…
…
…

ロ
ー
マ
字
の
規
範
意
識
と
実
態

　

―
大
学
生
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら

―
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

〈
報
告
〉令
和
元
年
度
第
二
回
日
本
語
検
定「
文
部
科
学
大
臣
賞
」を
受
賞
し
て
…

二
〇
二
〇
年
度
新
入
生
の
皆
さ
ん
へ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

彙
報二

〇
一
九
年
度　

日
本
文
学
科
卒
業
論
文
題
目
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
九

二
〇
二
〇
年
度　

日
本
文
学
科
講
義
題
目
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
二

受
贈
図
書
目
録（
二
〇
一
九
年
四
月
～
二
〇
二
〇
年
三
月
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
五

『
日
本
文
学
ノ
ー
ト
』投
稿
規
定

Ｊ
・
Ｆ
・
モ
リ
ス
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

Ｊ
・
Ｆ
・
モ
リ
ス
…
…
…
…
…
八

阿　

部　

日
菜
子
…
…
…
…
一
四

寺　

嶋　

朝　

香
…
…
…
…
五
七

梅　

津　

知　

佳
…
…
…
…
七
四

九　

里　

順　

子
…
…
…
…
九
五

菊　

地　

恵　

太
…
…
…
一
一
五

李　
　
　

敬　

淑
…
67（
一
四
七
）

澤　

邉　

裕　

子
…
57（
一
五
七
）

田　

中　

幸　

奈
…
22（
一
九
二
）

大　

戸　

あ
や
香
…
１（
二
一
三
）

大　

内　

優
未
子
…
…
…
二
一
四

森　

野　

美　

恵

深　

澤　

昌　

夫
…
…
…
二
一
六

Ｊ
・
Ｆ
・
モ
リ
ス
教
授
定
年
退
職
記
念
特
集
号

－163－



日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
六
号（
通
巻
七
十
八
号
）

《
執
　
筆
　
者
　
紹
　
介
》

（
本　
　

学　
　

助　
　

教
）

（
本　
　

学　
　

教　
　

授
）

（
本
学
二
〇
二
〇
年
度
卒
業
生
）

（
本　
　

学　
　

教　
　

授
）

（
本　
　

学　
　

助　
　

教
）

（
本
学
二
〇
二
〇
年
度
卒
業
生
）

（
本　

学　

大　

学　

院　

生
）

山や
ま　

口ぐ
ち　

一か
ず　

樹き

深ふ
か　

澤さ
わ　

昌ま
さ　

夫お

青あ
お　

木き　

優ゆ
う　

佳か

九く　

里の
り　

順じ
ゅ
ん　

子こ

菊き
く　

地ち　

恵け
い　

太た

遠え
ん　

藤ど
う　

琴こ
と　

里り

志し

賀が

村む
ら　

佐さ　

保お

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
六
号

－164－



　
　
　
　
　
編
集
後
記

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
が
収
ま
ら
な
い
。
本
年
度
前
期
の
授
業

は
、
は
じ
め
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
学
生
の
登
校

が
可
能
に
な
っ
た
の
ち
も
、
遠
隔
履
修
せ
ざ
る
を
え
な
い
者
が
い
る
こ
と

か
ら
、
教
室
で
は
目
の
前
の
学
生
と
パ
ソ
コ
ン
越
し
の
学
生
に
向
か
っ
て

講
義
を
し
て
い
る
。
授
業
の
模
様
を
自
分
で
録
画
し
た
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン

で
配
信
し
た
り
、
遠
隔
授
業
に
対
応
す
る
な
か
で
身
に
付
い
た
技
術
は
多

い
が
、
本
来
の
授
業
風
景
を
取
り
戻
し
た
く
も
思
う
。

通
常
と
異
な
る
運
営
が
続
く
な
か
、
日
本
文
学
科
で
は
新
た
な
先
生
を

お
迎
え
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
ま
ず
昨
年
度
の
後
期
に
、
小
竹
諒
先
生

が
着
任
さ
れ
た
。
小
竹
先
生
は
学
校
司
書
の
人
材
育
成
に
つ
い
て
研
究
し

て
お
ら
れ
、
本
学
で
は
司
書
課
程
の
科
目
を
担
当
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
本

年
度
は
千
葉
幸
一
郎
先
生
が
赴
任
さ
れ
た
。
千
葉
先
生
は
高
等
専
門
学
校

な
ど
の
様
々
な
環
境
で
教
鞭
を
振
る
わ
れ
た
ご
経
験
が
あ
り
、
安
部
公
房

を
主
と
し
な
が
ら
広
域
に
近
代
文
学
の
研
究
を
進
め
て
お
ら
れ
る
。
専
門

を
異
に
す
る
先
生
方
か
ら
は
新
た
な
刺
激
を
受
け
、
教
育
の
う
え
で
多
く

を
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。

私
自
身
は
本
学
に
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
か
ら
、
一
年
半
の
月
日
が

経
と
う
と
し
て
い
る
。
異
例
の
状
況
下
に
あ
っ
て
も
、
学
生
と
古
文
を
読

む
時
間
は
変
わ
ら
ず
楽
し
い
。
去
年
の
冬
、
大
雪
が
降
っ
た
の
で
『
枕
草

子
』
の
「
雪
高
う
降
り
て
」
と
始
ま
る
章
段
を
読
ん
だ
。
色
鮮
や
か
な
装

束
と
白
い
雪
の
美
し
い
対
比
が
記
さ
れ
た
と
こ
ろ
な
の
だ
が
、
あ
る
学
生

が
「
今
日
の
私
だ
！
」
と
驚
い
て
い
た
。
彼
女
の
着
て
い
た
山
吹
色
の
コ

ー
ト
は
、
た
し
か
に
キ
ャ
ン
パ
ス
の
雪
景
色
に
映
え
て
い
た
。
古
来
の
美

意
識
で
現
代
を
捉
え
直
す
瞬
間
を
み
た
、
よ
う
な
気
が
し
た
。
何
か
と
制

約
の
あ
る
状
況
は
続
い
て
い
く
が
、
少
し
で
も
多
く
新
鮮
な
気
づ
き
を
学

生
た
ち
に
与
え
て
い
け
た
ら
と
思
う
。

（
山
口
一
樹
）

『
日
本
文
学
ノ
ー
ト
』
投
稿
規
定

１
．
投
稿
資
格　

日
本
文
学
会
の
会
員
と
す
る
。
な
お
、
編
集
委
員
会
の

許
可
を
得
た
も
の
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

２
．
掲
載
内
容　

①
論
文
・
研
究
ノ
ー
ト　

②
創
作
作
品　

③
講
演
会
原

稿　

④
書
評　

な
ど

そ
の
他
、
編
集
委
員
会
に
お
い
て
必
要
と
認
め
た
も
の
を
掲
載
す
る
。

３
．
本
誌
は
年
一
回
発
行
す
る
。

４
．
著
作
権
お
よ
び
電
子
化

　

著
者
は
、
自
ら
の
有
す
る
著
作
権
の
う
ち
複
写
権
お
よ
び
公
衆
送

信
権
の
行
使
を
投
稿
段
階
に
お
い
て
日
本
文
学
会
に
許
諾
し
た
も
の

と
す
る
。
日
本
文
学
会
は
著
者
よ
り
行
使
を
許
諾
さ
れ
た
複
写
権
お

よ
び
公
衆
送
信
権
に
よ
り
、
そ
の
著
作
物
を
電
子
化
ま
た
は
複
製
の

形
態
な
ど
に
よ
り
公
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
著
者
は
自
ら
の
著
作

を
他
に
転
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
に
は
事
前

に
日
本
文
学
会
に
申
し
出
る
も
の
と
す
る
。　

日
本
文
学
ノ
ー
ト 

第
五
十
六
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