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巻 頭 言

日
本
女
子
大
学
の
創
立
者
で
あ
る
成
瀬
仁
蔵
は
、
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
三
月
四
日
午
前
八
時
過
ぎ
に
永
眠
し
ま

し
た
。
そ
の
生
涯
を
振
り
返
る
と
き
、
死
を
間
際
に
し
て
の
成
瀬
仁
蔵
の
言
葉
や
行
動
か
ら
、
私
達
は
あ
ら
た
め
て
創

立
者
と
し
て
の
確
固
た
る
信
念
と
生
き
様
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
当
時
の
『
家
庭
週
報
』
に
「
医
者
の
立
場
よ
り

見
た
故
成
瀬
校
長
」
と
い
う
矢
田
浩
蔵
医
学
士
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
矢
田
医
学
士
は
一
月
一
八
日
以
降
、

死
に
至
る
ま
で
ほ
ぼ
毎
日
診
察
を
続
け
た
医
師
で
す
が
、
初
診
時
に
「
そ
の
時
既
に
私
は
実
に
立
派
な
覚
悟
を
持
っ
た

方
だ
と
思
い
ま
し
た
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
一
月
一
八
日
の
初
診
時
に
既
に
臍
の
下
ま
で
肝
臓
が
腫
大
し
て
お
り
（
肝

臓
腫
瘍
）、
黄
疸
や
血
尿
を
と
も
な
う
重
篤
な
状
態
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
月
二
九
日
の
成
瀬
記
念
講
堂
で

の
告
別
講
演
に
向
け
て
状
態
が
改
善
し
て
い
っ
た
様
子
が
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。

成
瀬
仁
蔵
は
告
別
講
演
の
中
で
、「
死
は
ご
く
自
然
の
日
常
生
活
で
あ
る
」「
今
更
、
何
の
怖
れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、

又
何
の
悲
し
む
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」「
私
の
真
実
の
身
体
と
い
う
の
は
、
こ
の
中
に
あ
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
バ
デ
ィ
ー

で
あ
る
。
私
の
品
格
で
あ
る
。
こ
れ
が
永
久
に
滅
び
る
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
旨
の
話
を
し
て
い
ま
す
。「
留
守
の
中

に
今
ま
で
の
吾
々
の
理
想
目
的
を
よ
く
達
成
し
て
も
ら
い
た
い
」
と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
残
し
、
死
が
生
の
延
長
線
上
に

あ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
ま
す
。

小
康
状
態
が
続
く
か
と
思
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
二
月
下
旬
よ
り
出
血
性
の
腹
水
が
貯
留
し
始
め
、
病
勢
の
急
転
直

下
の
増
悪
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
も
特
に
苦
痛
を
訴
え
る
こ
と
は
な
く
、「
全
く
安
心
だ
」「
全
て
満
足

だ
」
と
い
う
言
葉
と
共
に
眠
る
よ
う
に
永
眠
し
た
の
で
す
（
享
年
六
〇
）。
永
眠
後
の
検
査
で
、
腹
水
は
ほ
と
ん
ど
血

成
瀬
仁
蔵
の
死
に
際
し
て
の
受
容
と
信
念日

本
女
子
大
学
学
長

成
瀬
記
念
館
館
長

佐
藤
和
人
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液
に
近
く
三
升
半
（
六
・
三
リ
ッ
ト
ル
）
も
貯
留
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
状
態
に
も
関
わ
ら
ず
、

「
食
養
日
記
」
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
こ
う
い
う
機
会
を
と
ら
え
て
研
究
し
な
け
れ
ば
ほ
ん
と
う
の
研
究
は
で
き

な
い
」
と
自
分
を
対
象
に
病
人
食
を
研
究
す
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
ま
す
。
玉
木
直
子
、
大
岡
蔦
枝
は
「
食
養
日
記
」

の
中
で
「
料
理
を
す
る
の
は
心
が
な
け
れ
ば
で
き
な
い
、
料
理
を
す
る
と
い
う
こ
と
も
や
は
り
一
つ
の
芸
術
（
ア
ー

ト
）
だ
か
ら
そ
の
ア
ー
ト
を
得
、
ま
た
そ
こ
に
達
す
る
に
は
ど
う
し
て
も
心
で
な
く
て
は
行
き
着
か
れ
な
い
の
だ
」
と

い
う
成
瀬
の
言
葉
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。「
比
較
的
終
焉
ま
で
、
よ
く
召
し
上
が
っ
た
と
い
う
方
の
も
の
は
、
鯛
の
う

し
を
、（
目
だ
ま
）
煮
凍
り
、
あ
ん
こ
う
鍋
、
む
つ
の
目
だ
ま
、
か
き
あ
わ
び
、
絹
こ
し
豆
腐
、
…
お
菓
子
は
カ
ス
テ

ラ
、
芭
蕉
煎
餅
、
…
」。
五
〇
日
間
の
「
食
養
日
記
」
に
は
そ
の
詳
細
が
記
さ
れ
、「
私
共
が
こ
の
間
に
ご
病
人
か
ら
与

え
ら
れ
た
る
精
神
の
糧
は
味
わ
え
ば
味
わ
う
ほ
ど
尽
き
る
こ
と
は
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

そ
の
死
に
際
し
て
の
言
動
か
ら
創
立
者
の
確
固
た
る
信
念
と
死
の
受
容
が
窺
え
ま
す
。
ま
た
同
時
期
の
総
合
大
学
構

想
に
つ
い
て
『
家
庭
週
報
』
に
は
綜
合
大
学
基
金
寄
付
申
込
報
告
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
成
瀬
仁
蔵
は
「
基
礎
は

物
質
で
は
な
く
精
神
で
あ
る
」「
資
金
募
集
よ
り
も
何
よ
り
も
学
生
及
び
卒
業
生
の
精
神
修
養
、
信
念
涵
養
が
最
先
で

あ
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
私
達
は
改
め
て
創
立
者
の
志
を
学
び
た
い
と
思
い
ま
す
。

二
〇
一
四
年
四
月
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ずいそう

眞
島
利
行
日
記
と
黒
田
チ
カ

資
料
に
み
え
る
丹
下
ウ
メ

永
田
　
英
明

ご
存
じ
の
通
り
、
丹
下
ウ
メ
は
、
一
九

一
三
年
に
東
北
帝
国
大
学
に
入
学
し
日
本

初
の
女
性
大
学
生
と
な
っ
た
三
名
の
女
性

の
一
人
で
あ
る
。
日
本
女
子
大
で
長
井
長

義
に
師
事
し
そ
の
強
い
す
す
め
で
東
北
帝

大
を
受
験
し
た
彼
女
は
、
東
北
帝
大
時
代

は
、
戦
前
期
日
本
の
有
機
化
学
研
究
を
代

表
す
る
化
学
者
・
眞
島
利
行
の
指
導
を
受

け
た
。
眞
島
は
や
は
り
日
本
初
の
女
性
大

学
生
で
あ
る
黒
田
チ
カ
の
指
導
教
官
で
も

あ
り
、
い
わ
ば
初
め
て
女
子
学
生
の
指
導

教
官
と
な
っ
た
帝
大
教
授
で
あ
る
。
黒
田

も
ま
た
東
京
女
高
師
在
職
中
に
長
井
の
強

い
す
す
め
で
東
北
帝
大
を
受
験
し
て
お
り
、

そ
の
意
味
で
長
井
と
眞
島
は
と
も
に
、
女

性
化
学
者
の
育
成
・
指
導
の
意
味
を
い
ち

早
く
認
識
し
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
存
在

と
い
え
よ
う
。

眞
島
に
つ
い
て
は
、
そ
の
日
記
が
二
〇

〇
七
年
に
当
館
に
寄
贈
さ
れ
、
す
で
に
一

般
公
開
さ
れ
て
い
る
。
眞
島
日
記
の
中
に

丹
下
の
名
前
が
見
え
る
回
数
は
そ
う
多
く

な
い
が
、
自
宅
を
訪
ね
て
き
た
り
大
学
で

実
験
を
し
て
い
る
学
生
た
ち
の
名
前
の
な

か
に
、
時
折
丹
下
の
名
前
が
み
え
る
。
ま

た
大
正
一
〇
年
四
月
九
日
に
は
、
東
京
出

張
中
の
眞
島
が
参
加
し
た
東
北
大
出
身
者

の
会
合
が
記
さ
れ
「
丹
下
女
史
も
出
て
た

り
。
恰
も
同
氏
の
送
別
も
兼
ね
た
り
」
と

記
さ
れ
る
。
こ
の
年
の
五
月
米
国
留
学
に

旅
立
つ
丹
下
の
送
別
会
が
、
眞
島
参
加
の

も
と
で
東
京
在
住
の
同
窓
生
の
手
で
お
こ

な
わ
れ
た
よ
う
だ
。

そ
の
よ
う
な
中
、
昨
年
本
学
で
は
、
丹

下
と
同
時
に
東
北
帝
大
に
入
学
し
た
前
記

の
黒
田
チ
カ
の
資
料
を
ご
遺
族
か
ら
受
贈

し
た
。
そ
の
中
に
も
、
実
は
わ
ず
か
な
が

ら
丹
下
ウ
メ
に
か
か
わ
る
資
料
が
あ
る
。

一
つ
は
、
昭
和
二
二
年
一
月
四
日
付
で
黒

田
に
送
ら
れ
た
眞
島
の
手
紙
で
あ
る
。
手

紙
は
新
年
の
挨
拶
を
か
ね
て
送
ら
れ
た
も

の
だ
が
、
戦
後
の
復
興
が
目
に
見
え
る
か

た
ち
で
進
ん
で
き
た
こ
と
を
う
け
「
些
事

な
ど
を
気
に
せ
ず
に
皆
志
士
の
心
と
な
り

て
人
の
た
め
世
の
た
め
に
と
働
け
ば
そ
れ

が
や
が
て
自
分
の
た
め
に
も
国
の
た
め
に

も
な
り
ま
す
」
と
、
前
向
き
な
心
境
を
語

っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
次
の
よ
う
な
く

だ
り
が
あ
る
。

女
子
教
育
も
大
に
変
革
せ
ら
れ
ア
メ
リ
カ

式
と
な
る
よ
う
で
す
。
益
々
壮
健
で
リ
ー

ド
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
お
願
ひ
し
ま
す
。

丹
下
さ
ん
は
ア
メ
リ
カ
に
長
ら
く
居
ら
れ

ま
し
た
の
で
一
層
こ
の
際
活
躍
さ
れ
る
こ

と
を
望
み
ま
す
。
男
女
共
栄
ダ
ン
ス
授
業

な
ど
と
世
之
中
は
兎
も
角
陰
気
で
な
く
な

り
ま
し
ょ
う
。
悪
い
サ
イ
ド
を
除
き
善
き
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随 想

サ
イ
ド
を
助
長
し
た
ら
ば
心
配
す
る
必
要

は
な
い
と
存
じ
ま
す
。
要
は
確
人
が
確
固

た
る
意
志
と
良
心
と
を
有
す
る
こ
と
に
あ

る
と
思
ひ
ま
す
。

戦
後
の
復
興
に
当
た
り
、
女
性
研
究

者
・
教
育
者
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
眞
島

が
黒
田
と
丹
下
の
二
人
に
期
待
を
寄
せ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

黒
田
資
料
に
み
え
る
丹
下
ウ
メ
関
係
の

資
料
で
も
う
一
つ
興
味
深
い
の
が
、
下
の

写
真
で
あ
る
。
前
列
右
か
ら
丹
下
（
前
列

右
端
）、
保
井
コ
ノ
（
同
右
か
ら
二
人
目
）、

黒
田
（
同
左
端
）、
辻
村
み
ち
よ
（
後
列

左
か
ら
二
人
目
）
な
ど
と
い
っ
た
女
性
化

学
者
た
ち
が
勢
揃
い
し
て
眞
島
を
囲
ん
で

い
る
が
、
そ
の
中
で
後
列
眞
島
の
後
ろ
に

立
つ
和
服
姿
の
女
性
は
、
丹
下
・
黒
田
と

並
ぶ
も
う
一
人
の
日
本
初
の
女
子
学
生
で

あ
り
、
黒
田
と
晩
年
に
至
る
ま
で
交
友
の

あ
っ
た
、
金
山
（
牧
田
）
ら
く
と
思
わ
れ

る
。
年
代
を
特
定
で
き
て
い
な
い
が
、
戦

後
間
も
な
い
頃
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
東
北

帝
大
の
み
な
ら
ず
理
化
学
研
究
所
で
も
師

事
し
眞
島
と
も
っ
と
も
関
係
の
深
か
っ
た

黒
田
を
中
心
に
実
現
し
た
会
合
で
あ
ろ
う

が
、
こ
こ
に
も
、
黎
明
期
の
女
性
科
学
者

た
ち
と
眞
島
の
関
係
を
う
か
が
う
こ
と
が

で
き
よ
う
。
同
時
に
こ
の
写
真
は
、
丹

下
・
黒
田
・
牧
田
（
金
山
）
の
三
名
が
一

緒
に
写
っ
て
い
る
唯
一
の
写
真
で
も
あ
る
。

昨
年
（
二
〇
一
三
年
）
は
丹
下
ら
三
人

が
東
北
帝
国
大
学
に
入
学
し
日
本
初
の
女

性
大
学
生
が
誕
生
し
て
か
ら
百
周
年
に
あ

た
り
、
東
北
大
学
で
は
こ
れ
を
記
念
し
た

各
種
の
行
事
を
開
催
し
た
。
当
館
で
は
、

前
記
黒
田
チ
カ
の
資
料
が
寄
贈
さ
れ
た
こ

と
も
あ
り
、
や
は
り
記
念
行
事
の
一
環
と

し
て
「
女
子
学
生
の
誕
生
―
百
年
前
の
挑

戦
」
展
を
開
催
し
た
（
九
月
二
七
日
〜
一

二
月
二
七
日
）。
黒
田
チ
カ
資
料
は
ま
だ

未
整
理
の
状
態
で
今
後
整
理
を
進
め
て
い

く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
中
か
ら
、
黎
明

期
の
女
性
科
学
者
た
ち
を
め
ぐ
る
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
が
、
よ
り
具
体
的
に
明
ら
か
に
な

っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
て
い

る
。

（
東
北
大
学
史
料
館
准
教
授

 

な
が
た
　
ひ
で
あ
き
）

眞島俊行と教え子たち
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宮
本
美
沙
子
先
生
の
思
い
出

黒
瀬
　
優
子

昨
年
一
〇
月
六
日
（
日
）、
突
然
宮
本

先
生
が
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
私
が
日
本
女

子
大
学
家
政
学
部
児
童
学
科
に
入
学
し
ま

し
た
の
が
、
昭
和
四
八
年
四
月
で
、
そ
れ

以
来
ず
っ
と
心
の
中
で
お
頼
り
し
て
い
た

先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
く
な
り
、
寂
し

い
思
い
を
し
て
い
ま
す
。

大
学
の
お
授
業
で
の
印
象
は
カ
ッ
コ
イ

イ
！
で
し
た
。
当
時
心
理
学
を
や
り
た
い

と
考
え
て
い
た
私
に
と
っ
て
、
外
国
の
心

理
学
者
の
実
験
結
果
な
ど
最
新
の
情
報
を

教
え
て
頂
け
た
こ
と
は
と
て
も
ラ
ッ
キ
ー

な
こ
と
で
し
た
。
高
校
は
男
女
共
学
の
進

学
校
で
し
た
が
、
宮
本
先
生
ほ
ど
頭
が
よ

く
、
気
配
り
な
さ
る
方
に
お
会
い
し
た
こ

と
は
無
く
、
先
生
に
憧
れ
を
抱
い
た
も
の

で
す
。
ま
た
、
普
通
の
授
業
と
ゼ
ミ
の
時

の
服
装
が
若
干
異
な
り
、
ゼ
ミ
の
時
の
颯

爽
と
し
た
ス
ー
ツ
姿
は
仕
事
を
す
る
女
性

の
代
表
の
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
翡
翠
の

緑
色
の
ア
ク
セ
サ
リ
ー
も
素
敵
に
思
え
ま

し
た
。
授
業
の
中
で
心
に
残
っ
て
い
る
の

は
、「
課
題
を
与
え
ら
れ
、
す
ぐ
に
リ

ポ
ー
ト
を
書
き
だ
さ
な
く
と
も
、
暫
く

心
の
中
で
考
え
て
い
る
こ
と
が
書
く
こ

と
に
繋
が
る
」
と
い
う
お
話
で
す
。
今

で
も
、
課
題
に
関
し
て
電
車
に
乗
っ
た

り
、
歩
い
た
り
し
て
い
る
間
も
考
え
て

い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
温
め
て
い
る

時
間
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。
卒
論
で

は
、「
達
成
動
機
」
に
つ
い
て
書
こ
う

と
、
人
気
の
宮
本
ゼ
ミ
に
入
れ
る
よ
う

に
必
死
に
ア
ピ
ー
ル
し
、
何
と
か
ゼ
ミ

に
残
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て

卒
論
の
準
備
に
早
稲
田
大
学
に
通
い
始

め
ま
し
た
。
当
時
助
手
を
し
て
い
ら
し

た
加
藤
先
生
と
共
同
執
筆
者
の
友
人
と

三
人
で
豊
坂
を
下
っ
て
い
た
の
を
懐
か
し

く
思
い
出
し
ま
す
。
宮
本
先
生
は
早
稲
田

大
で
い
ろ
い
ろ
な
研
究
者
の
方
々
と
達
成

動
機
研
究
会
を
作
っ
て
い
ら
し
た
の
で
す
。

こ
こ
で
も
、
最
新
の
心
理
学
を
英
語
の
論

文
よ
り
読
み
解
き
、
研
究
の
手
ほ
ど
き
を

し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
や
っ
と
、
卒
論

宮本ゼミ
宮本美沙子先生（前列左から 2人目）と筆者（前列右端）
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を
書
き
あ
げ
、
卒
業
が
決
ま
っ
て
か
ら
、

ゼ
ミ
の
学
生
全
員
を
先
生
の
お
宅
に
招
待

し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
み
ん
な
で
遊
ん

だ
ゲ
ー
ム
も
心
理
学
で
し
た
！

そ
ん
な
心
理
学
三
昧
の
日
々
か
ら
ご
縁

が
あ
っ
た
の
か
、
附
属
豊
明
幼
稚
園
に
勤

め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
就
職
し
て
自

分
に
足
り
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ

と
に
気
付
き
、
必
死
で
い
ろ
い
ろ
な
こ
と

を
吸
収
し
て
い
た
頃
の
夏
休
み
に
、
宮
本

先
生
か
ら
原
稿
の
清
書
を
し
て
ほ
し
い
と

依
頼
が
あ
り
ま
し
た
。『
幼
稚
園
』
と
い

う
翻
訳
書
で
す
。
先
生
は
達
筆
で
い
ら
し

て
、
原
稿
の
字
が
読
み
辛
い
ら
し
い
の
で

す
。
先
生
が
お
書
き
に
な
っ
た
原
稿
を
ひ

た
す
ら
書
き
直
す
と
い
う
ア
ル
バ
イ
ト
で

し
た
。
で
す
か
ら
、
先
生
の
ミ
ミ
ズ
が
這

っ
た
よ
う
な
字
（
？
）
を
見
る
と
と
て
も

懐
か
し
い
で
す
。
お
通
夜
の
席
で
頂
い
た

先
生
直
筆
の
経
歴
を
見
た
と
き
、
胸
が
い

っ
ぱ
い
に
な
り
ま
し
た
。
幼
稚
園
に
勤
務

す
る
私
の
勉
強
に
な
る
よ
う
に
と
の
配
慮

も
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
宮
本
先
生
の

親
心
を
感
じ
ま
す
。

先
生
と
の
原
稿
の
受
け
渡
し
の
場
が
池

袋
駅
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
ホ
ー

ム
の
ベ
ン
チ
に
座
っ
て
い
ら
し
た
宮
本
先

生
が
そ
の
時
初
め
て
普
通
の
方
だ
と
気
付

き
ま
し
た
。
ま
た
、
清
書
の
ア
ル
バ
イ
ト

で
は
、
か
か
っ
た
時
間
を
き
ち
ん
と
計
っ

て
請
求
し
て
ほ
し
い
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
、

教
え
子
に
対
し
て
も
実
に
対
等
だ
と
感
心

し
ま
し
た
。
本
が
出
来
上
が
っ
た
と
き
は
、

嬉
し
か
っ
た
の
と
、
お
手
伝
い
で
き
た
喜

び
を
感
じ
ま
し
た
。

ま
た
、
原
稿
の
清
書
の
お
手
伝
い
を
し
、

先
生
が
東
京
大
学
の
学
位
を
取
ら
れ
た
時

に
は
、
ゼ
ミ
生
で
お
祝
い
を
し
ま
し
た
。

ゼ
ミ
生
（
新
二
七
回
生
）
で
集
ま
っ
た
の

は
、
最
初
で
最
後
で
し
た
が
、
先
生
に
喜

ん
で
い
た
だ
け
、
幸
せ
に
感
じ
ま
し
た
。

学
長
先
生
に
な
ら
れ
て
か
ら
、
幼
稚
園

の
入
園
式
・
修
了
式
・
夏
の
保
育
な
ど
に

い
ら
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
と
て
も
気

さ
く
に
子
ど
も
た
ち
に
話
し
か
け
、
挨
拶

は
幼
児
向
け
に
短
く
て
は
っ
き
り
し
て
い

ま
し
た
。
保
護
者
向
け
に
は
日
本
女
子
大

学
の
素
晴
ら
し
さ
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
く
だ

さ
り
、
私
は
授
業
の
よ
う
に
先
生
の
お
話

を
聞
い
て
い
ま
し
た
。

宮
本
ゼ
ミ
の
同
じ
回
生
の
う
ち
、
篠
原

（
豊
明
小
学
校
）・
高
石
（
事
務
）・
私
の

三
人
が
本
学
に
奉
職
し
て
お
り
、
勤
続
二

十
周
年
の
賞
状
を
そ
の
頃
学
長
で
い
ら
し

た
宮
本
先
生
か
ら
三
人
揃
っ
て
頂
い
た
と

き
は
感
慨
無
量
で
し
た
。
恩
師
の
宮
本
先

生
と
の
絆
を
感
じ
た
も
の
で
し
た
。
平
成

一
三
年
に
勳
三
等
宝
冠
章
を
受
勲
さ
れ
た

時
に
は
先
生
は
輝
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

し
た
。
卒
業
生
の
我
々
ま
で
も
誇
ら
し
か

っ
た
も
の
で
す
。

先
生
が
ご
活
躍
さ
れ
遠
い
存
在
に
感
じ

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
、
卒
業
三
〇
周

年
を
お
祝
い
す
る
会
が
桜
楓
会
主
催
で
椿

山
荘
に
て
開
催
さ
れ
、
宮
本
先
生
も
出
席

し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
日
突
然
に
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「
二
次
会
を
幼
稚
園
で
い
た
し
ま
す
」
と

お
伝
え
し
た
と
こ
ろ
、
な
ん
と
先
生
が
幼

稚
園
の
玄
関
付
近
で
お
待
ち
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。
も
う
、
び
っ
く
り
‼
保
育
室

で
茶
話
会
が
始
ま
り
、
卒
業
生
そ
れ
ぞ
れ

の
三
〇
年
を
ニ
コ
ニ
コ
微
笑
み
な
が
ら
聞

い
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
平
成
一
九
年
一

一
月
の
こ
と
で
す
。
あ
の
時
、
な
ぜ
み
ん

な
で
記
念
撮
影
を
し
な
か
っ
た
の
か
と
、

今
に
な
っ
て
悔
や
ま
れ
ま
す
。

「
ま
さ
か
、
お
た
く
わ
ん
を
つ
か
ん
で

買
お
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
皆
さ
ん
に

見
せ
る
わ
け
に
い
か
な
い
で
し
ょ
…
」
と
、

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
を
お
見
せ
に
な
ら
な
か
っ

た
先
生
。
お
宅
で
は
ピ
ア
ノ
を
弾
い
て
い

ら
し
た
の
で
す
ね
、
し
か
も
ロ
マ
ン
チ
ッ

ク
な
シ
ョ
パ
ン
を
。
冷
静
で
、
心
が
温
か

な
先
生
ら
し
い
で
す
。
会
議
に
ご
一
緒
し

た
際
、「
会
議
で
は
何
で
も
い
い
か
ら
自

分
の
意
見
を
言
わ
な
け
れ
ば
出
席
し
た
意

味
が
な
い
で
し
ょ
！
」
と
、
叱
ら
れ
ま
し

た
。
先
生
は
ど
の
会
議
で
も
、
必
ず
発
言

さ
れ
、
的
を
射
た
意
見
を
端
的
に
述
べ
ら

れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
原
稿
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
久
し

ぶ
り
に
若
か
り
し
頃
を
振
り
返
り
、『
や

る
気
』
に
つ
い
て
一
所
懸
命
勉
強
し
て
い

た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。『
や
る
気
』

を
学
ん
だ
者
と
し
て
、
今
後
も
『
意
欲
の

あ
る
子
』
を
育
て
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
ゆ
と
り
の
あ
る
や
る
気
、
友
だ
ち
と

の
関
わ
り
で
増
す
や
る
気
、
無
心
に
な
っ

た
と
き
の
や
る
気
、
子
ど
も
が
遊
び
に
没

頭
し
て
い
る
姿
は
素
敵
で
す
！

最
後
に
、
宮
本
美
沙
子
先
生
の
ご
冥
福

を
心
よ
り
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。
き
っ
と
、

先
生
は
日
本
女
子
大
学
を
い
つ
ま
で
も
見

守
っ
て
い
て
く
だ
さ
る
よ
う
な
気
が
し
ま

す
。

（
一
九
七
七
年
家
政
学
部
児
童
学
科
卒

業
・
附
属
豊
明
幼
稚
園
園
長

 

く
ろ
せ

　
ゆ
う
こ
）

キ
ャ
ン
パ
ス
に
し
た
い

 

雑
司
ヶ
谷
界
隈

薬
袋
奈
美
子

目
白
キ
ャ
ン
パ
ス
に
あ
る
緑
豊
か
な
大

学
の
寮
は
、
雑
司
が
谷
一
丁
目
町
会
の
会

員
で
あ
る
こ
と
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
キ

ャ
ン
パ
ス
の
大
半
は
文
京
区
目
白
台
に
住

所
を
置
き
ま
す
が
、
寮
地
区
、
そ
し
て
成

瀬
先
生
の
眠
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
雑
司
ヶ

谷
霊
園
の
住
所
は
、
豊
島
区
雑
司
が
谷
で

す
。
今
や
大
学
へ
の
最
寄
駅
も
副
都
心
線

雑
司
が
谷
駅
と
な
り
ま
し
た
か
ら
、
雑
司

ヶ
谷
（
注
）
は
大
学
生
活
に
と
っ
て
、
と

て
も
縁
の
深
い
場
所
で
す
。

雑
司
ヶ
谷
に
は
、
本
学
の
教
職
員
の
方
、

そ
し
て
学
生
や
卒
業
生
も
か
な
り
住
ん
で

お
ら
れ
る
よ
う
で
す
。
卒
業
生
で
〝
さ
く
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ら
ナ
ー
ス
リ
ー
〞
を
立
ち
上
げ
、
雑
司
が

谷
宣
教
師
館
の
保
存
運
動
に
も
尽
力
し
、

長
く
〝
わ
が
ま
ち
雑
司
が
谷
〞
と
い
う
地

域
誌
を
、
発
行
し
て
い
ら
し
た
前
島
郁
子

様
も
そ
の
一
人
。
そ
の
他
に
も
数
多
く
の

女
子
大
関
係
者
が
、
地
域
に
様
々
な
影
響

力
を
持
っ
て
き
ま
し
た
。

卒
業
生
で
も
あ
る
私
が
、
大
学
に
教
員

と
し
て
戻
っ
て
き
た
の
は
五
年
前
。
学
生

の
時
に
は
雑
司
ヶ
谷
は
池
袋
に
行
く
た
め

に
た
ま
に
通
る
程
度
の
場
所
で
あ
り
、
特

に
関
心
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し

か
し
、
今
は
大
変
面
白
い
町
だ
と
思
っ
て

学
生
と
と
も
に
勉
強
し
て
い
ま
す
し
、
も

っ
と
大
学
が
雑
司
ヶ
谷
を
大
切
に
す
る
と
、

キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
が
豊
か
に
な
る
と
思

っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
今
、
私
と
周

り
の
学
生
が
ど
ん
な
形
で
雑
司
ヶ
谷
に
係

っ
て
い
る
の
か
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
係
り

方
に
は
大
き
く
三
つ
あ
り
ま
す
。

①
住
居
学
科
の
学
生
に
密
集
市
街
地
を
学

ぶ
場
と
し
て

大
学
に
隣
接
し
て
い
ま
す
の
で
、
と
て

も
気
軽
に
見
学
に
行
か
れ
る
場
所
で
す
。

住
居
学
科
の
学
生
の
設
計
演
習
の
敷
地
と

し
た
り
、
講
義
科
目
で
の
レ
ポ
ー
ト
課
題

対
象
地
と
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
雑
司
ヶ

谷
は
住
宅
地
と
し
て
、
計
画
的
に
作
ら
れ

た
町
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
豊
か
な
生
活

を
営
も
う
と
い
う
気
持
ち
の
高
い
方
が
沢

山
住
む
こ
と
で
、
人
に
や
さ
し
い
環
境
が

作
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
良
さ
を
、
住
居

学
科
の
学
生
に
体
感
し
て
も
ら
い
、
授
業

で
学
ん
だ
知
識
を
使
っ
て
空
間
を
読
み
取

る
練
習
を
し
、
住
生
活
の
環
境
に
対
し
て

専
門
家
と
し
て
必
要
な
感
性
を
培
う
素
敵

な
場
所
と
な
っ
て
い
ま
す
。

②
研
究
の
対
象
と
し
て

木
造
密
集
市
街
地
は
、
来
る
大
震
災
に

備
え
て
、
特
に
重
点
的
に
整
備
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
雑
司
ヶ
谷
界
隈
も

そ
の
対
象
。
実
は
既
に
三
〇
年
以
上
も
、

災
害
に
備
え
る
ま
ち
づ
く
り
を
す
べ
く
、

取
り
組
み
を
行
っ
て
き
た
町
で
も
あ
り
ま

す
。
今
も
住
宅
の
不
燃
化
促
進
、
旧
高
田

小
学
校
跡
地
の
防
災
公
園
化
等
の
取
り
組

み
が
動
い
て
い
ま
す
。
私
の
ア
プ
ロ
ー
チ

の
軸
は
、
ど
う
し
た
ら
、
災
害
に
安
全
で
、

か
つ
現
在
の
よ
う
に
車
が
あ
ま
り
通
ら
ず
、

高
齢
者
の
方
の
買
物
カ
ー
ト
（
シ
ル
バ
ー旧高田小学校跡地を考えるワークショップで手伝いを

する学生
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カ
ー
）
や
ベ
ビ
ー
カ
ー
が
道
の
真
ん
中
を

堂
々
と
歩
き
、
子
供
達
が
元
気
に
遊
び
、

地
域
の
方
が
隣
近
所
と
立
ち
話
を
楽
し
く

で
き
る
路
地
が
維
持
で
き
る
の
か
、
と
い

う
点
で
す
。
家
政
学
部
紀
要
に
毎
年
「
雑

司
ヶ
谷
研
究
」
を
掲
載
し
て
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。
道
路
の
構
成
、
住
宅
の
つ
く
り

と
路
地
の
関
係
、
地
域
の
人
を
繋
ぐ
機
会

に
な
っ
て
い
る
お
会
式
の
運
営
、
等
、
切

り
口
は
様
々
で
す
。
様
々
な
角
度
か
ら
雑

司
ヶ
谷
の
魅
力
を
確
か
め
つ
つ
、
路
地
の

あ
る
生
活
環
境
を
残
し
た
、
安
全
な
ま
ち

づ
く
り
の
手
法
を
実
践
的
に
開
拓
し
た
い

と
考
え
、
研
究
し
つ
つ
、
地
域
の
お
手
伝

い
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

③
学
生
の
〝
自
発
創
生
〞
の
実
践
の
場
と

し
て本

学
の
教
育
の
最
も
良
い
と
こ
ろ
は
、

学
生
が
活
動
的
に
な
る
こ
と
を
応
援
す
る

姿
勢
が
あ
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
も
そ
う
育
て
ら
れ
ま
し
た
し
、
学
生
が

そ
の
よ
う
に
育
っ
て
い
く
こ
と
を
応
援
し

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
今
、
二
つ
の
活

動
が
動
い
て
い
ま
す
。
先
ず
一
つ
は
、
総

合
研
究
所
の
研
究
の
一
環
と
し
て
、
雑
司

ヶ
谷
を
舞
台
に
学
生
の
学
び
の
場
を
拡
げ

る
可
能
性
を
実
践
的
に
研
究
し
て
い
ま
す
。

学
内
外
に
〝
ぞ
う
し
ガ
ヤ
ガ
ヤ
た
ん
け

ん
〞
と
い
う
小
さ
な
冊
子
を
配
布
し
て
い

ま
す
。
二
│
三
年
生
の
学
生
有
志
が
集
ま

り
、
夏
休
み
や
春
休
み
を
使
っ
て
作
成
。

大
学
生
か
ら
見
た
雑
司
ヶ
谷
の
魅
力
が
盛

り
込
ま
れ
た
も
の
で
す
。
こ
れ
ま
で
三
冊

作
成
さ
れ
ま
し
た
。
授
業
で
学
ん
だ
視
点

で
の
雑
司
ヶ
谷
の
路
地
裏
の
様
子
の
紹
介
、

雑
司
ヶ
谷
を
舞
台
に
し
た
設
計
演
習
成
果

の
紹
介
、
雑
司
ヶ
谷
に
ま
つ
わ
る
研
究
の

紹
介
、
そ
し
て
学
生
が
魅
力
的
だ
と
思
っ

た
お
店
や
事
業
所
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記

事
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
授
業
以
外
の

時
間
に
自
発
的
に
自
分
の
力
を
伸
ば
す
機

会
に
な
っ
て
い
ま
す
。

も
う
一
つ
は
、〝
わ
い
わ
い
ぞ
う
し
が

や
〞
と
い
う
団
体
で
す
。
四
年
生
以
上
の

関
心
の
あ
る
学
生
が
集
ま
っ
て
、
豊
島
区

の
ま
ち
づ
く
り
活
動
助
成
を
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。
雑
司
ヶ
谷
の
ま
ち
の
将
来
像
を

地
域
の
方
と
創
り
上
げ
る
た
め
の
活
動
組

織
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
ま
だ
活
動
を
始

め
て
三
年
目
で
す
が
、
地
域
の
方
か
ら
の

信
頼
は
厚
く
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
等
を
通

し
て
〝
わ
い
わ
い
ぞ
う
し
が
や
〞
で
集
め学生の作成した

「ぞうしガヤガヤたんけん」
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随 想

た
住
民
意
見
を
活
用
し
て
、
防
災
ま
ち
づ

く
り
の
活
動
が
進
ん
で
い
ま
す
。
地
元
の

行
事
（
大
鳥
神
社
の
お
祭
り
等
）
や
、
雑

司
ヶ
谷
霊
園
周
辺
の
花
壇
の
手
入
れ
（
み

ど
り
の
こ
み
ち
の
会
）
の
お
手
伝
い
等
も

含
め
、
目
先
の
自
分
達
の
成
果
だ
け
で
な

く
、
地
域
の
方
の
求
め
に
も
応
じ
て
信
頼

を
得
て
き
て
い
る
よ
う
で
す
。

今
、
ど
の
大
学
も
地
域
と
の
繋
が
り
を

持
つ
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
人
間
社
会
学
部
が
目
白
に
移
転
を
す

る
こ
と
は
決
ま
っ
て
い
る
中
で
、
寮
地
区

を
含
め
て
、
大
学
が
ど
う
雑
司
ヶ
谷
を
活

用
す
る
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
寮
地
区
に
は
、
豊
か
な

緑
が
あ
り
、
ま
た
早
稲
田
大
学
の
大
隈
講

堂
を
設
計
し
、
日
本
の
近
代
建
築
を
支
え

た
建
築
家
佐
藤
功
一
の
設
計
し
た
明
桂
寮

も
あ
り
ま
す
。
女
子
大
が
時
間
を
か
け
て

育
ん
だ
伝
統
を
象
徴
す
る
物
を
大
切
に
し

つ
つ
、
地
域
と
ど
う
係
り
を
持
つ
の
か
を

考
え
る
時
が
来
て
い
る
の
で
す
。
ま
た
、

私
た
ち
の
キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
が
、
キ
ャ

ン
パ
ス
の
敷
地
の
中
だ
け
で
閉
じ
ら
れ
て

い
る
こ
と
は
と
て
も
残
念
で
す
。
文
化
の

香
り
高
い
人
々
が
多
く
住
む
雑
司
ヶ
谷
に
、

学
生
が
足
を
運
び
、
或
は
住
ま
い
、
そ
の

風
を
受
け
る
こ
と
は
、
学
生
の
力
を
伸
ば

す
機
会
に
も
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
寮
と
体

育
館
の
間
に
あ
る
弦
巻
通
り
商
店
街
は
、

隠
れ
た
名
店
が
沢
山
あ
る
場
所
で
す
。
活

用
す
れ
ば
私
た
ち
の
大
学
で
のQ

O
L

が

ア
ッ
プ
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
し
。
地
域

と
共
存
共
栄
で
き
る
方
策
を
、
是
非
考
え

た
い
も
の
で
す
。

（
一
九
九
二
年
家
政
学
部
住
居
学
科
卒
業
・

家
政
学
部
住
居
学
科
准
教
授

 
み
な
い

　
な
み
こ
）

（
注
） 

雑
司
ヶ
谷
の
表
記
に
つ
い
て
は
諸
々
あ
る
。

現
在
の
町
名
は
「
雑
司
が
谷
」
で
あ
る
が
、

一
九
六
六
年
以
前
は
「
雑
司
ヶ
谷
」
と
表

記
さ
れ
、
七
丁
目
ま
で
あ
り
、
池
袋
の
南

一
帯
が
雑
司
ヶ
谷
で
あ
っ
た
。
ま
た
江
戸

時
代
の
雑
司
ヶ
谷
村
は
目
白
駅
よ
り
も
西

側
ま
で
拡
が
っ
て
い
た
。
雑
司
ヶ
谷
界
隈

に
は
こ
れ
ら
の
地
域
も
含
め
た
い
こ
と
か

ら
、
本
稿
で
は
「
雑
司
ヶ
谷
」
の
表
記
を

使
用
す
る
。
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は
じ
め
に

『
茶
の
花
』・『
白
埴
』
と
い
う
二
冊
の
手
作
り
の
歌
集
が
、
一

九
四
五
（
昭
和
二
〇
）
年
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
末
期
に
日
本
女

子
大
学
校
国
文
学
部
四
三
回
生
（
昭
和
一
七
年
四
月
入
学
）
有
志

の
手
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
。
当
時
、
彼
女
た
ち
は
一
九
四
四
年

四
月
よ
り
、
学
徒
動
員
に
よ
っ
て
東
京
第
一
陸
軍
造
兵
廠
文
書
係

や
第
三
製
造
所
工
務
係
な
ど
の
軍
の
各
施
設
に
配
属
さ
れ
任
務
に

就
く
日
々
で
あ
っ
た
が
、
戦
時
下
に
あ
っ
て
も
文
学
へ
の
学
び
や

創
造
の
志
を
持
ち
続
け
、
一
九
四
五
年
六
月
、
五
月
の
東
京
爆
撃

に
よ
っ
て
焼
け
野
原
に
な
っ
た
直
後
に
こ
れ
ら
の
歌
集
を
誕
生
さ

せ
た
。
現
在
、
水
野
（
旧
姓
大
束
）
静
子
氏
所
蔵
の
『
白
埴
』
の

画
像
デ
ー
タ
が
一
般
社
団
法
人
日
本
女
子
大
学
教
育
文
化
振
興
桜

楓
会
（
以
下
桜
楓
会
）
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
翻
刻
さ
れ
た
も
の

は
「
歌
集
白
埴
を
め
ぐ
っ
て）

1
（

」
に
、『
白
埴
』
執
筆
者
有
志
の
手

に
よ
っ
て
全
歌
掲
載
さ
れ
て
い
る
。『
茶
の
花
』
は
、
昨
夏
、
清

水
万
里
子
氏
の
ご
家
族
に
よ
っ
て
日
本
女
子
大
学
成
瀬
記
念
館
に

寄
贈
さ
れ
、
現
在
、
同
館
が
所
蔵
し
て
い
る
。
こ
の
歌
集
に
つ
い

て
は
、
所
収
全
歌
を
翻
刻
し
た
も
の
は
な
い
。

本
稿
で
は
、
同
時
期
に
刊
行
さ
れ
た
『
茶
の
花
』・『
白
埴
』
を

通
し
、
戦
時
下
に
お
け
る
女
子
大
生
の
文
学
と
の
関
わ
り
方
を
考

察
し
た
い
。
合
わ
せ
て
『
茶
の
花
』
所
収
全
歌
の
翻
刻
を
付
記
す

る
。

研
究

戦
時
下
に
お
け
る
歌
集
『
茶
の
花
』・『
白
埴
』
の
誕
生

│
│
付
　『
茶
の
花
』
翻
刻
│
│

濱
田
　
美
枝
子
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一
　
時
代
背
景

四
三
回
生
に
と
っ
て
は
、
小
学
生
か
ら
女
子
大
学
校
ま
で
、
非

日
常
で
あ
る
は
ず
の
戦
時
下
と
い
う
も
の
が
日
常
と
し
て
の
生
活

そ
の
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
に
は
満
州

事
変
が
勃
発
し
た
。
一
九
三
六
（
昭
和
一
一
）
年
の
二
・
二
六
事

件
な
ど
を
機
に
軍
部
が
台
頭
し
、
や
が
て
一
九
三
八
年
（
昭
和
一

三
年
）
に
は
「
国
家
総
動
員
法
」
に
よ
る
強
力
な
総
力
戦
体
制
が

執
ら
れ
た
。
一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
一
〇
月
に
は
大
政
翼
賛

会
が
成
立
し
、
国
民
は
生
活
を
統
制
さ
れ
、
戦
争
体
制
に
組
み
こ

ま
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
に
は
太

平
洋
戦
争
が
開
戦
し
た
。
つ
ま
り
、
彼
女
た
ち
の
幼
少
期
か
ら
青

春
期
と
呼
ば
れ
る
時
代
に
は
、
侵
略
戦
争
の
拡
大
と
い
う
政
治
的

社
会
的
枠
組
み
の
中
で
国
民
の
意
識
は
戦
時
教
育
に
染
め
ら
れ
、

軍
国
主
義
に
突
き
進
ん
で
い
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。「
お
国

の
た
め
に
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
国
民
の
生
き
方
を
規
定
し
、

断
念
せ
ざ
る
を
得
な
い
生
を
抱
え
て
死
に
向
か
っ
て
生
き
る
こ
と

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
沿
わ
な
い
個
人
の

本
心
が
あ
れ
ば
、
心
の
奥
深
く
に
仕
舞
い
込
み
、
建
前
に
生
き
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

文
学
に
お
い
て
も
、
一
九
四
一
年
一
二
月
、
文
学
者
愛
国
大
会

が
開
か
れ
、
翌
一
九
四
二
年
六
月
に
は
日
本
文
学
報
国
会
が
結
成

さ
れ
、
文
学
者
た
ち
の
多
く
は
、
国
家
主
義
・
軍
国
主
義
賛
美
の

道
を
自
ら
、
ま
た
は
無
自
覚
に
歩
み
だ
し
た
。
短
歌
に
お
い
て
は
、

『
短
歌
研
究
』（
改
造
社
、
一
九
四
二
（
昭
和
一
七
）
年
一
月
号
）

で
特
集
「
宣
戦
の
詔
勅
を
拝
し
て
」
が
組
ま
れ
、
北
原
白
秋
、
川

田
順
、
土
岐
善
麿
、
與
謝
野
晶
子
、
窪
田
空
穂
、
土
屋
文
明
、

佐
々
木
信
綱
等
、
当
時
の
名
立
た
る
歌
人
た
ち
二
〇
名
が
大
詔
を

拝
し
て
の
作
品
群
を
寄
稿
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
例
え
ば
、
土

岐
善
麿
や
土
屋
文
明
の
次
の
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
戦
意
高
揚
を

主
題
と
す
る
歌
群
で
あ
っ
た
。

撃う

て
と
宣
ら
す
大お

ほ

詔
み
こ
と
の
り

遂つ
ひ

に
下く

だ

れ
り
撃う

ち
て
し
や
ま
む
海う

み

に
陸り

く

に
空そ

ら

に 

土
岐
善
麿

大お
ほ

勅み
こ
との
ま
に
ま
に
挙こ
ぞ

る
一
億
を
今
日
こ
そ
知
ら
め
ア
メ
リ

カ
イ
ギ
リ
ス
ど
も 

土
屋
文
明

以
後
も
、
短
歌
雑
誌
や
新
聞
な
ど
の
公
的
な
場
に
お
い
て
は
、

編
集
者
は
こ
の
よ
う
な
報
国
に
則
っ
た
歌
を
意
図
的
に
掲
載
し
て

い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
結
社
な
ど
で
活
動
し
て
い
た
歌
人
た
ち

の
作
品
か
ら
何
を
得
よ
う
と
す
る
か
は
、
当
時
の
評
価
と
戦
後
に

於
け
る
評
価
と
で
は
乖
離
す
る
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
時
代
に

あ
っ
て
も
、
時
代
の
流
れ
の
中
で
一
般
化
さ
れ
た
も
の
と
は
一
線

を
画
す
る
真
実
の
声
と
い
う
も
の
は
あ
る
。

『
茶
の
花
』・『
白
埴
』
と
い
う
二
冊
の
手
作
り
の
歌
集
に
は
、

作
者
自
ら
の
内
面
を
吐
露
す
る
も
の
が
多
々
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
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時
代
の
要
請
と
は
別
の
、
真
実
の
声
が
ひ
っ
そ
り
と
語
ら
れ
て
お

り
、
思
想
統
制
さ
れ
た
戦
時
下
の
歌
群
の
中
で
、
こ
れ
ら
の
歌
は

異
質
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、『
茶
の
花
』・『
白
埴
』
を
本
稿
で

取
り
上
げ
る
所
以
で
あ
る
。

二
　『
茶
の
花
』・『
白
埴
』
の
成
立
過
程

学
徒
動
員
に
よ
り
、
学
生
た
ち
は
学
窓
か
ら
離
れ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
。『
白
埴
』
執
筆
者
の
一
人
で
あ
る
水
野
静
子
氏
か
ら
の

聞
き
取
り）

2
（

に
よ
る
と
、
ど
の
よ
う
な
環
境
の
中
で
も
、

少
し
で
も
文
学
、
学
校
の
世
界
に
戻
り
た
い
と
い
う

思
い
が
強
か
っ
た
と
い
う
。
水
野
氏
た
ち
は
、
造
兵

廠
で
の
休
み
時
間
に
皆
で
岡
本
綺
堂
の
『
夜
叉
王
』

を
読
み
分
け
て
練
習
し
、
昼
休
み
に
発
表
し
た
と
の

こ
と
で
あ
る
。「
他
の
部
署
の
人
た
ち
も
、
女
子
大

生
の
や
っ
て
い
る
こ
と
を
見
に
行
こ
う
と
い
う
こ
と

で
、
見
に
来
て
く
れ
た
し
、
将
校
さ
ん
も
来
て
く

れ
」
た
と
い
う
。
ま
た
、『
茶
の
花
』
執
筆
者
の
一

人
で
あ
る
林
田
晴
子
氏
も
「
雨
空）

3
（

」
で
、
昼
休
み
に

久
保
田
万
太
郎
の
『
雨
空
』
の
読
み
分
け
を
し
た
こ

と
を
記
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
動
員
に
よ
り
向
学
の
志
を
中
断
せ

ざ
る
を
得
な
い
環
境
に
置
か
れ
た
学
生
た
ち
は
、
自

ら
の
手
で
文
学
的
な
場
を
作
り
出
し
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
、
文
学

と
の
関
係
を
断
ち
た
く
な
い
と
考
え
る
よ
う
な
気
運
が
、
国
文
学

部
の
学
生
た
ち
の
間
に
は
色
濃
く
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

水
野
氏
に
よ
る
と
、
短
歌
の
実
作
は
一
・
二
年
の
選
択
科
目
で

茅
野
雅
子
氏
に
教
わ
っ
た
と
い
う
。
東
組
西
組
合
わ
せ
て
三
〇
名

ぐ
ら
い
で
、
自
由
創
作
の
作
品
を
毎
週
二
首
ず
つ
提
出
し
、
翌
週

添
削
を
し
て
い
た
だ
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
か
な
り
濃
密

な
創
作
指
導
を
受
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
東
組
と
西
組
の『白埴』（上）と『茶の花』
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有
志
の
手
に
よ
っ
て
、
や
が
て
『
茶
の
花
』
と
『
白
埴
』
が
編
ま

れ
た
の
で
あ
る
。
水
野
氏
は
、『
白
埴
』
が
誕
生
し
た
の
は
一
九

四
五
年
六
月
二
〇
日
で
あ
り
、「『
白
埴
』
を
作
っ
た
後
で
、『
茶

の
花
』
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
」
と
想
像
し
て
い
る
。『
茶
の

花
』
に
つ
い
て
は
刊
行
日
を
特
定
で
き
な
い
が
、
林
田
氏
は
、

「
雨
空）

4
（

」
で
、
五
月
二
五
、
六
日
の
空
襲
で
勤
務
し
て
い
た
造
兵

廠
の
管
理
掛
が
焼
け
だ
さ
れ
て
本
部
に
移
っ
て
か
ら
「
歌
集
作
り

の
話
が
ま
と
ま
」
り
、「
西
組
で
も
（
中
略
）「
白
埴
」
が
出
版
？

さ
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
各
自
が
自
選
の
歌
を
鉄
筆
で
原
紙
に

書
き
、
皆
で
和
紙
に
印
刷
し
て
製
本
し
た
こ
と
や
、
そ
の
後
、
西

組
と
歌
集
を
贈
呈
し
あ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
推
測
す
る
と
、

『
茶
の
花
』
は
、
昭
和
二
〇
年
六
月
に
誕
生
し
た
と
考
え
て
よ
い

の
で
は
な
か
ろ
う
か）

5
（

。『
茶
の
花
』
の
執
筆
者
は
六
名
、
製
本
数

は
清
水
万
里
子
氏
に
よ
る
と
「
贈
呈
分
と
予
備
を
含
ん
で
十
五
部

程
度）

6
（

」
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
題
名
の
由
来
は
定
か
で
は
な
い
が
、

清
水
氏
は
、「
身
に
つ
け
る
も
の
も
黒
か
紺
か
の
国
防
色
の
暗
い

こ
の
時
代
に
、
白
が
唯
一
の
救
い
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

『
白
埴
』
は
名
の
通
り
白
く
冴
え
冴
え
し
て
い
ま
す
。
初
冬
の
道

端
に
ひ
っ
そ
り
咲
く
茶
の
花
も
、
白
く
ま
ろ
や
か
で
、
ふ
っ
と
緊

張
を
ほ
ぐ
し
て
く
れ
ま
す）

7
（

」
と
記
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
時
代

が
も
た
ら
す
拘
束
の
中
に
あ
っ
て
も
茶
の
花
の
よ
う
に
心
安
ら
ぐ

も
の
を
求
め
た
い
、
と
い
う
『
茶
の
花
』
執
筆
者
た
ち
の
題
名
に

対
す
る
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

『
白
埴
』
の
執
筆
者
は
一
一
名
、
水
野
氏
に
よ
る
と
、
製
本
数

は
三
〇
部
ぐ
ら
い
だ
っ
た
と
い
う
。
以
下
、
水
野
氏
の
談
に
よ
る

と
、
伊
藤
（
旧
姓
板
垣
）
淑
子
氏
を
中
心
に
集
ま
り
、
水
野
氏
の

自
宅
に
あ
っ
た
和
紙
で
一
人
一
冊
ず
つ
歌
集
を
作
り
、
絹
の
綴
じ

糸
で
綴
じ
た
と
い
う
。『
白
埴
』
は
、
長
塚
節
の
「
白
埴
の
瓶
こ

そ
よ
け
れ
霧
な
が
ら
朝
は
つ
め
た
き
水
く
み
に
け
り）

8
（

」
か
ら
採
っ

て
い
る
。
結
核
の
た
め
三
七
歳
で
死
去
し
た
節
の
晩
年
の
作
で
、

死
を
見
つ
め
つ
つ
も
凛
と
し
て
生
き
よ
う
と
す
る
節
の
清
冽
さ
に

裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
、
透
徹
し
た
美
し
さ
を
持
つ
こ
の
歌
は
、
当

時
の
彼
女
た
ち
の
詠
う
姿
勢
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
表
紙
の
題
名
は
、
当
時
国
文
学
部
長
で
あ
っ
た
武
島
又

次
郎
（
武
島
羽
衣
）
先
生
の
孫
で
あ
る
多
田
知
子
氏
が
書
い
た
。

武
島
先
生
は
孫
の
要
請
で
、
個
々
の
歌
集
の
第
一
ペ
ー
ジ
目
に
実

筆
で
自
作
の
歌
を
記
し
、
落
款
も
押
し
て
く
だ
さ
っ
た
と
い
う
。

『
白
埴
』
制
作
に
あ
た
っ
て
は
、
昼
休
み
に
造
兵
廠
の
事
務
所
に

皆
で
集
ま
り
、
共
に
鉄
筆
で
原
紙
に
書
き
、
印
刷
も
そ
こ
で
し
た

と
い
う
。
こ
れ
は
、
戦
時
下
に
あ
る
動
員
学
生
の
行
為
と
し
て
は

大
胆
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
彼
女
た
ち
の
文
学
を

希
求
す
る
熱
意
と
行
為
は
、
造
兵
廠
の
上
司
た
ち
の
心
を
も
動
か

し
、
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
五

月
に
空
襲
を
受
け
、
そ
の
後
、
作
業
場
か
ら
も
焼
け
出
さ
れ
た
。
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と
こ
ろ
が
、

こ
う
し
た
中
で
、

六
月
に
『
白

埴
』
は
上
梓
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
伊
藤

氏
が
い
つ
も
こ

れ
ら
の
作
品
を

肌
身
離
さ
ず
持

ち
歩
き
、
焼
け

出
さ
れ
て
か
ら

も
風
呂
敷
に
包

ん
で
持
ち
歩
い

て
い
て
く
れ
た

か
ら
で
あ
る
と

い
う
。『
白
埴
』
は
、
焼
け
出
さ
れ
た
時
も
制
作
中
の
そ
れ
を
持

っ
て
逃
げ
た
学
生
が
い
た
か
ら
こ
そ
、
誕
生
す
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、『
白
埴
』
に
、
戦
時
下
と
い

う
拘
束
の
中
で
自
分
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
守
り
抜
こ

う
と
す
る
強
烈
な
意
志
が
働
い
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

こ
こ
に
は
、
歌
と
い
う
表
現
を
通
し
て
の
、
時
代
に
組
み
伏
せ
ら

れ
ま
い
と
す
る
彼
女
た
ち
の
姿
勢
が
貫
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

当
時
の
女
子
学
生
た
ち
は
時
代
と
戦
っ
た
。
個
人
の
力
で
は
抗

す
る
こ
と
の
で
き
な
い
敗
戦
に
向
か
っ
て
の
刻
々
の
歩
み
の
中
で
、

彼
女
た
ち
が
何
を
感
じ
ど
の
よ
う
に
懸
命
に
生
き
て
い
た
の
か
を

次
章
で
考
察
す
る
。

三
　『
茶
の
花
』・『
白
埴
』
の
意
義

本
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
成
立
の
過
程
を
踏
ま
え
て
、

具
体
的
に
作
品
の
内
容
を
見
て
ゆ
く
こ
と
で
そ
の
意
義
を
確
認
し

た
い
。
な
お
、
引
用
歌
は
、『
茶
の
花
』
に
つ
い
て
は
本
稿
に
付

し
た
翻
刻
に
よ
る
。
ま
た
、『
白
埴
』
に
つ
い
て
は
桜
楓
会
所
蔵

の
画
像
デ
ー
タ
を
筆
者
が
翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。
漢
字
は
現
在

の
通
行
字
体
に
改
め
た
。

『
茶
の
花
』・『
白
埴
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
出
征
兵

士
を
送
る
歌
な
ど
の
戦
時
下
に
お
け
る
非
日
常
を
詠
ん
だ
歌
群
も

あ
れ
ば
、
日
常
に
お
い
て
感
じ
る
四
季
折
々
の
自
然
の
変
化
に
心

を
寄
せ
て
詠
ん
だ
歌
や
、
自
然
詠
そ
の
も
の
や
家
族
詠
な
ど
多
様

で
あ
る
。
青
春
期
の
乙
女
心
を
初
々
し
く
詠
ん
だ
も
の
も
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
に
味
わ
い
深
い
も
の
が
あ
る
が
、
中
で
も
『
茶
の
花
』

所
収
の
、
抗
い
が
た
い
時
代
の
潮
流
に
真
向
か
う
「
兄
召
さ
る

ひ
」
と
題
す
る
森
口
弘
子
氏
の
一
連
の
作
品
は
見
逃
せ
な
い
。

七
首
の
連
作
で
あ
る
「
兄
召
さ
る
ひ
」
に
は
、「
い
征
き
ま
せ

『白埴』に記された武島羽衣の歌
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き
み
が
希
ひ
の
高
け
れ
ば
か
へ
り
み
な
せ
そ
神か
ん

が
ゝ
り
し
て
」
と
、

止
め
よ
う
の
な
い
兄
の
出
征
に
対
し
て
、
神
が
乗
り
移
っ
て
い
ら

っ
し
ゃ
る
か
ら
何
の
心
配
も
な
く
出
征
な
さ
っ
て
く
だ
さ
い
と
い

う
意
の
、
公
的
場
で
通
用
す
る
歌
も
あ
る
。
し
か
し
、
次
に
挙
げ

る
歌
群
は
、
死
の
予
感
と
共
に
出
征
す
る
兄
、
そ
れ
を
送
る
母
や

妹
で
あ
る
氏
自
身
、
そ
れ
ぞ
れ
が
抱
え
持
つ
悲
痛
な
思
い
が
詠
わ

れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
時
代
の
不
条
理
に
対
す
る
や
り
場
の
な
い

憤
り
が
通
奏
低
音
の
よ
う
に
鳴
り
続
け
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

麦
酒
の
み
征
か
せ
る
兄
は
酔
ひ
け
ら
し
死
な
む
身
は
幸さ
ち

と
笑

ま
ひ
の
ら
す
も

祝
ぎ
酒
に
頬
を
あ
か
め
つ
ゝ
か
の
き
み
は
「
玉
杯
」
う
た
ひ

目ま
な

と
づ
る
か
も

右
の
二
首
に
お
け
る
、「
死
な
む
身
は
幸さ

ち
と
笑
ま
ひ
の
ら
す
」、

「「
玉
杯
」
う
た
ひ
」
と
い
う
兄
の
行
為
は
、
お
国
の
た
め
に
死
を

覚
悟
で
、
勇
ま
し
く
自
ら
戦
地
に
臨
む
思
い
を
鼓
舞
す
る
よ
う
な

も
の
で
は
な
い
。
作
者
は
、
上
の
句
で
、「
出
征
す
る
兄
は
母
が

こ
の
日
の
た
め
に
工
面
し
た
で
あ
ろ
う
麦
酒
を
飲
み
酔
っ
た
こ
と

よ
」
と
気
づ
い
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
気
づ
い
た
瞬

間
、
酔
っ
た
か
ら
こ
そ
「
死
な
む
身
は
幸さ
ち

」
と
笑
っ
て
言
え
る
兄

の
胸
中
深
く
に
出

征
へ
の
葛
藤
を
経

た
末
の
諦
念
が
横

た
わ
っ
て
い
る
の

を
、
敏
感
に
感
じ

取
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
し
み
じ
み
と

兄
の
心
情
に
思
い

を
馳
せ
て
い
る
こ

と
が
、「
も
」
と

い
う
終
助
詞
に
込

め
ら
れ
て
い
る
。

作
者
の
哀
切
を
極

め
た
心
情
が
全
体

を
覆
っ
て
い
る
作

品
で
あ
る
。
二
首

目
の
「
目ま
な

と
づ
る
か
も
」
も
、「
祝
ぎ
酒
」
を
飲
み
交
わ
し
高
揚

す
る
場
の
雰
囲
気
と
は
対
照
的
に
、
深
く
自
ら
の
内
に
沈
潜
し
て

い
く
兄
の
心
情
を
掴
み
取
っ
た
か
ら
こ
そ
の
、
表
現
な
の
で
あ
る
。

た
ら
ち
ね
は
征
か
せ
る
兄
を
う
ち
見
つ
ゝ
盃
合
せ
泪な
み

か
く
す

ら
し

森口弘子「兄召さるひ」
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右
の
歌
で
は
、
母
も
ま
た
、
盃
を
合
わ
せ
な
が
ら
も
悲
し
み
の

涙
を
隠
し
て
い
る
よ
う
だ
、
と
そ
の
時
の
母
の
様
子
を
詠
ん
で
い

る
。
戦
時
下
の
社
会
規
範
に
よ
っ
て
固
定
化
さ
れ
た
、
毅
然
と
し

て
吾
子
を
戦
場
に
送
り
出
す
と
い
う
母
親
の
役
割
を
演
じ
よ
う
と

す
る
母
の
心
奥
は
、
吾
子
を
死
地
に
征
か
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と

へ
の
受
け
止
め
難
い
悲
痛
さ
に
満
ち
て
い
る
。
そ
の
母
の
本
心
を

感
じ
取
っ
て
詠
ん
だ
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

泣
く
ま
じ
と
歌
ひ
送
れ
ど
く
ち
び
る
の
端
の
ふ
る
へ
を
か
く

す
よ
し
な
く

そ
し
て
、
妹
で
あ
る
作
者
自
身
、
泣
く
ま
い
と
必
死
で
感
情
を

こ
ら
え
て
歌
い
送
る
が
、「
く
ち
び
る
の
端
の
ふ
る
へ
」
は
隠
し

よ
う
が
な
い
。
そ
の
兄
を
思
う
自
分
の
姿
を
表
現
す
る
こ
と
で
、

こ
み
あ
げ
て
く
る
沈
痛
な
思
い
を
そ
の
ま
ま
素
直
に
詠
ん
で
い
る
。

こ
れ
ら
の
二
首
に
は
「
か
く
す
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
お

り
、
母
・
娘
両
者
の
内
奥
に
あ
る
真
実
の
声
の
表
出
は
抑
え
よ
う

も
な
い
ほ
ど
重
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、『
白
埴
』
掲
載
の
数
首
に
注
目
し
て
み
る
。

今
日
も
ま
た
傷
病
兵
に
あ
た
へ
む
と
パ
ン
の
一
切
れ
も
ち
か

へ
り
し
か

金
平
糖
刀
の
柄つ
か

に
く
た
き
つ
ゝ
部
下
の
す
へ
て
に
わ
か
つ
君

か
な

こ
れ
ら
の
歌
は
、
多
田
知
子
氏
に
よ
る
「
若
林
東
一
大
尉
を
し

の
び
ま
つ
る
七

首
（
一
月
十
四

日
の
命
日
に
）」

と
題
す
る
中
の

二
首
で
あ
る
。

作
者
は
、
戦
死

し
た
親
し
い
大

尉
の
真
骨
頂
は

こ
の
人
格
の
高

潔
さ
に
こ
そ
あ

る
と
い
う
こ
と

を
、
歌
に
よ
っ

て
留
め
て
お
き

た
か
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

故
人
の
戦
績
を

挙
げ
て
お
国
の

多田知子「若林東一大尉をしのびまつる七首」
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た
め
に
雄
々
し
く
戦
っ
た
こ
と
を
詠
ん
だ
歌
が
歓
迎
さ
れ
て
い
た

戦
時
下
の
歌
と
は
、
視
点
を
異
に
し
て
い
る
。
暴
力
的
支
配
が
恒

常
的
に
あ
っ
た
戦
場
で
、
食
料
窮
乏
の
状
況
下
で
も
な
お
、
傷
病

兵
や
部
下
た
ち
と
い
う
弱
者
へ
の
慈
し
み
を
迷
い
な
く
発
揮
し
続

け
た
大
尉
の
精
神
性
を
掬
い
上
げ
、
歌
を
通
し
て
表
現
し
た
。
つ

ま
り
、
時
代
に
屈
し
な
い
、
作
者
自
身
の
人
間
観
に
基
づ
く
洞
察

力
が
あ
っ
て
こ
そ
、
大
尉
と
呼
ば
れ
た
若
林
東
一
の
、
一
個
の
人

間
と
し
て
の
本
質
を
世
に
遺
す
こ
と
が
で
き
た
と
言
え
る
。

女
を
ば
嫁
ぐ
べ
き
も
の
と
信
じ
言
ふ
明
る
き
友
に
反
発
覚
ゆ

唯
一
度
の
見
合
い
に
よ
り
て
嫁
ぎ
ゆ
く
人
の
心
は
測
り
が
た

し
も

ま
た
、
右
の
歌
は
、
井
村
（
旧
姓
海
老
原
）
蝶
子
氏
の
「
道
」

と
題
す
る
五
首
中
の
二
首
で
あ
る
。

一
九
三
一
年
に
は
満
州
事
変
が
起
こ
り
、
一
五
年
弱
に
及
ぶ
戦

争
へ
と
突
入
し
た
が
、
そ
れ
に
伴
い
戦
争
を
支
え
る
女
性
の
力
が

求
め
ら
れ
た
。
一
九
三
二
年
三
月
の
大
阪
国
防
婦
人
会
の
発
会
を

機
に
、
銃
後
を
守
る
女
性
た
ち
へ
の
美
化
、
母
性
称
揚
の
流
れ
が

国
策
に
よ
っ
て
押
し
進
め
ら
れ
、
一
九
三
九
年
九
月
の
「
結
婚
十

訓
」
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
「
産
め
よ
殖
や
せ
よ
国
の
た
め
」
と
い

う
標
語
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
戦
力
増
強
の
た
め
の
母
性
称
揚

政
策
が
執
ら
れ
た
。
友
は
、
そ
う
し
た
戦
時
下
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規

範
を
無
邪
気
に
受
け
入
れ
、「
女
を
ば
嫁
ぐ
べ
き
も
の
と
信
じ
」、

「
唯
一
度
の
見
合
い
に
よ
り
て
嫁
ぎ
ゆ
く
」
と
い
う
。
作
者
は
そ

の
よ
う
な
友
の
言
動
に
反
発
や
言
い
よ
う
の
な
い
不
可
解
さ
を
感

じ
て
い
る
こ
と
を
歌
に
詠
ん
だ
。
時
流
に
抗
し
て
、
人
間
の
尊
厳

に
つ
い
て
の
観
点
か
ら
結
婚
の
本
質
を
捉
え
て
い
る
作
者
の
価
値

観
が
、
明
確
に
表
れ
て
い
る
歌
群
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
茶
の
花
』・『
白
埴
』
所
収
の
多
く
の
珠
玉
の

作
品
は
、
当
時
、
公
的
な
発
表
の
場
で
は
憚
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
、

真
実
の
声
を
響
か
せ
て
い
る
。
ま
た
、
紙
幅
の
都
合
上
触
れ
ら
れ

な
い
が
、
た
と
え
ば
、
林
田
晴
子
氏
の
『
茶
の
花
』
所
収
の
「
白

蛾
」
と
題
す
る
中
の
、「
え
う
ら
く
の
ゆ
れ
は
か
そ
け
く
や
ま
ず

し
て
か
た
ら
ぬ
ひ
な
に
夕
き
さ
し
そ
む
」
な
ど
、
自
然
の
美
し
さ

に
心
を
寄
せ
て
詠
ん
だ
作
品
も
多
い
。
戦
時
下
に
あ
っ
て
の
、
こ

の
鋭
敏
で
し
な
や
か
な
感
性
の
表
出
も
、
真
実
の
声
を
掬
い
取
る

感
性
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

な
お
、『
茶
の
花
』
所
収
の
数
首
は
後
に
、『
昭
和
萬
葉
集）

9
（

』
に

採
ら
れ
た
。

軍
国
主
義
に
塗
り
込
め
ら
れ
た
彼
女
た
ち
の
青
春
で
あ
っ
た
が
、

決
し
て
時
代
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
染
め
上
げ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で

は
な
い
こ
と
が
、
歌
を
通
し
て
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
群
の

背
後
か
ら
、
戦
時
下
に
生
き
る
者
の
時
代
を
見
る
目
、
時
代
と
の
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戦
い
が
立
ち
上
っ
て
く
る
。
彼
女
た
ち
は
時
代
の
持
つ
不
条
理
さ

に
埋
没
す
る
こ
と
な
く
、
時
代
を
跳
ね
返
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
行
動

力
を
持
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
国
文
学
部
の
学
生
で
あ
っ
た
彼
女

た
ち
に
と
っ
て
、
文
学
と
の
関
わ
り
は
、
自
己
の
生
の
拠
り
ど
こ

ろ
で
あ
り
、
特
に
、
歌
を
詠
む
こ
と
は
、
時
代
に
呑
み
込
ま
れ
な

い
で
生
き
て
い
る
こ
と
の
証
の
表
現
と
し
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な

い
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
い
か
。
こ
こ
に
、『
茶
の
花
』・『
白

埴
』
の
有
す
る
意
義
が
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
で
検
証
し
た
よ
う
に
、
戦
時
下
と
い
う
非
日
常
の

時
代
を
背
負
い
、
時
代
と
戦
っ
た
彼
女
た
ち
の
真
実
の
声
が
示
さ

れ
て
い
る
『
茶
の
花
』・『
白
埴
』
の
存
在
意
義
は
大
き
い
。
彼
女

た
ち
は
自
身
の
感
性
や
思
想
を
決
し
て
な
い
が
し
ろ
に
し
な
か
っ

た
。
む
し
ろ
、
歌
と
い
う
表
現
形
態
を
得
て
堂
々
と
自
ら
の
意
思

を
表
明
し
得
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
戦
時
下
に
あ
っ
て
も
、

平
和
時
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
が
抱
え
持
つ
不
条
理
さ

に
対
す
る
鋭
敏
な
感
性
と
冷
静
な
思
索
の
世
界
を
、
個
々
人
が
自

ら
の
内
に
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
も
示
唆
し
て
い
る
。

ま
た
、
当
時
の
言
論
統
制
下
に
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
作
品
が
戦
時

下
で
編
ま
れ
、
今
日
に
生
き
延
び
た
の
は
、
私
家
版
で
あ
る
か
ら

こ
そ
可
能
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
戦
時
下
に
、
こ
の
よ
う
な
私
家

版
の
歌
集
の
刊
行
を
決
行
し
た
国
文
学
部
の
有
志
た
ち
の
熱
い
想

い
と
行
動
力
は
、
特
筆
に
値
す
る
。
そ
れ
故
、
こ
れ
ら
の
貴
重
な

作
品
を
埋
没
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。『
茶
の
花
』
の
翻

刻
を
付
記
す
る
た
め
、
紙
幅
の
都
合
上
、
今
回
は
真
実
の
声
と
い

う
観
点
か
ら
『
茶
の
花
』・『
白
埴
』
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
止
め

た
が
、
そ
の
文
学
史
的
意
義
お
よ
び
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
諸
問
題

に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
文
学
研
究
科
日
本
文
学
専
攻
博
士
課
程
後
期
二
年

 

は
ま
だ
　
み
え
こ
）

〈
注
〉（
1
） 

有
志
十
一
名
（
国
文
学
部
）「
歌
集
白
埴
を
め
ぐ
っ
て
」　『
戦

い
の
中
の
青
春
│
一
九
四
五
年
日
本
女
子
大
卒
業
生
の
手
記
│
』

所
収

　
日
本
女
子
大
四
三
回
生

　
卒
業
三
〇
周
年
記
念
文
集
委

員
会

　
勁
草
書
房

　
一
九
七
六
・
七

（
2
） 

二
〇
一
三
年
七
月
二
三
日
に
お
い
て
の
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
。

（
3
） 

林
田
晴
子
「
雨
空
」　
前
掲
『
戦
い
の
中
の
青
春
』

（
4
） 

同
右

（
5
） 「
茶
の
花
」
前
掲
（『
戦
い
の
中
の
青
春
』
に
お
い
て
、
清
水
万

里
子
氏
は
「
た
し
か
、
昭
和
一
九
年
秋
か
二
〇
年
早
春
」
に
成

立
と
記
し
て
い
る
が
、清
水
氏
の
「
ち
ょ
う
ど
西
組
も
『
白
埴
』

を
作
り
、
お
互
い
ど
う
し
歌
集
の
贈
呈
を
し
合
」
っ
た
と
い
う

記
載
や
、
掲
載
作
品
の
中
に
空
襲
直
後
の
様
子
が
読
ま
れ
て
い

る
も
の
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
説
は
採
ら
な
い
。
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（
6
） 
清
水
万
里
子
「
茶
の
花
」　
前
掲
『
戦
い
の
中
の
青
春
』

（
7
） 
同
右

（
8
） 
長
塚
節
　「
鍼
の
如
く
」『
ア
ラ
ラ
ギ
』　
一
九
一
四
・
六
　（
七

巻
五
号
）

（
9
） 『
昭
和
萬
葉
集
　
巻
六
』　
講
談
社
　
一
九
七
九
・
二

『
白
埴
』
画
像
提
供
・（
一
社
）
日
本
女
子
大
学
教
育
文
化
振
興
桜

楓
会
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桃
咲
く 
萬
里
子

月
し
ろ
の
射
し
て
し
づ
け
き
坂
み
ち
に
沈
丁
花
の
か
を
り
重
く
た
ゝ
よ
ふ

お
姉
ち
ゃ
ま
と
よ
び
て
く
る
子
の
手
を
ひ
き
て
桃
紅
く
咲
く
坂
下
り
け
り

桃
咲
け
ば
を
さ
な
心
の
わ
れ
に
か
へ
り
い
は
け
な
き
児
と
う
た
う
た
ひ
ゆ
く

人
間
の
悲
し
み
ち
ひ
さ
し
思
ひ
き
り
友
と
仰
げ
る
春
の
ち
き
れ
雲

人
送
り
は
て
て
夕
べ
の
濡
れ
縁
に
も
だ
せ
ば
白
き
花
の
散
る
み
ゆ

梅
雨
け
ぶ
る
朝
の
窓
の
若
楓
け
ふ
を
出
で
征
く
人
と
語
り
ぬ

﹇
付
﹈　『
茶
の
花
』　
　
翻
刻

凡
例

底
本
は
日
本
女
子
大
学
成
瀬
記
念
館
蔵
本
。

縦
　
一
七
・
九
糎
×
横
　
二
四
・
二
糎
　
。
和
綴
じ
。
左
側
は
袋
綴
じ
。
楮
紙
。
表
紙
の
色
は
ね
ず
み
色
が
か
っ
た
茶
色
、
た
だ
し
、
当
時
は

「
グ
レ
ー
が
か
っ
た
藤
色
」（
清
水
万
里
子
「
茶
の
花
」　『
戦
い
の
中
の
青
春
│
│
一
九
四
五
年
日
本
女
子
大
卒
業
生
の
手
記
│
│
』
日
本
女
子

大
四
三
回
生
　
卒
業
三
〇
周
年
記
念
文
集
委
員
会
　
勁
草
書
房
　
一
九
七
六
・
七
）
と
の
記
載
あ
り
）

翻
字
に
あ
た
っ
て
は
、
で
き
る
限
り
原
本
に
忠
実
に
す
る
よ
う
心
が
け
た
が
、
漢
字
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
現
在
の
通
行
字
体
に
改
め
た
。

ま
た
、
長
歌
に
つ
い
て
は
、
私
に
句
切
れ
を
施
し
た
。

作
品
掲
載
順
に
執
筆
者
の
氏
名
を
記
し
て
お
く
。

萬
里
子
（
清
水
万
里
子
）・
ひ
ろ
（
森
口
弘
子
）・
慶
子
（
諸
根
慶
子
）・
れ
い
子
（
高
野
玲
子
　
旧
姓
菊
池
）・
さ
え
（
福
田
佐
枝
子
）・
晴
子

（
林
田
晴
子
　
旧
姓
片
山
）。
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梅
の
実
の
青
き
が
ま
ゝ
に
地
に
お
ち
て
ぬ
れ
縁
せ
ま
く
昼
た
け
に
け
り

笹
ひ
と
つ
夕
陽
の
な
か
に
落
ち
散
り
て
た
ゆ
げ
に
暮
る
径
よ
こ
ぎ
り
ぬ

白
桔
梗
心
す
が
し
み
投
入
れ
し
く
ろ
き
花
瓶
の
く
す
み
た
る
つ
や

若
き
日
は
う
つ
く
し
き
夢
の
み
と
い
ふ
は
た
が
言こ

と
な
ら
む
信
じ
か
ね
つ
も

年
た
け
し
人
の
ご
と
く
も
こ
し
方
を
や
ゝ
に
悲
し
む
星
月
夜
か
な

梔
子
の
花
の
白
さ
も
こ
の
朝
は
や
ゝ
お
と
ろ
へ
て
土
用
雨
降
る

旅
に
て

〝
に
の
み
や
〞
と
駅
標
白
く
立
つ
ほ
と
り
松
葉
牡
丹
の
咲
き
盛
り
を
り

胡
麻
の
花
ほ
つ
〳
〵
白
く
ひ
ろ
ご
れ
る
畑
の
彼
方
に
昼
の
海
光
る

綿
雲
の
浮
き
て
は
て
な
き
山
の
空
に
つ
ゞ
く
ご
と
し
も
駿
河
の
海
は

山
の
児
と
な
り
終
ら
む
か
く
ろ
髪
に
あ
か
き
山い

ち
ご苺
の
一ひ
と
え枝
を
さ
し
て

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ

朝
陽
輝き

ら
ふ
切
子
の
壷
に
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
紅
き
が
二
つ
投
入
れ
て
あ
り

細
き
茎
曲
が
り
し
ま
ゝ
に
み
づ
〳
〵
と
勁
き
生い

の
ち命
の
息
づ
き
て
あ
り

曲
り
し
葉
に
も
細
き
茎
に
も
み
づ
〳
〵
と
生
き
る
生
命
の
こ
も
ら
ふ
こ
の
花

ひ
と
り
で
に
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
花
向
き
を
変
へ
て
切
子
の
壷
の
陰か

影げ

濃
く
な
り
ぬ
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ほ
た
る
抄 

ひ
ろ

紗
の
中
に
飼
ひ
を
る
ほ
た
る
睦
み
ゐ
て
夫め

を
と婦
な
ら
ま
し
と
ほ
ゝ
え
み
け
る
も

息
づ
け
る
紗
飼
ひ
ほ
た
る
の
明
滅
を
見
つ
め
て
あ
れ
ば
吾あ

も
い
き
く
る
し

吾
が
手
か
ら
つ
い
と
飛
び
た
る
蛍
は
も
梅
雨
の
夜
そ
ら
に
弧
を
え
が
き
と
ぶ

三み

日か

飼
ひ
し
ほ
た
る
に
げ
去
る
飢
う
る
が
如ご

と
羽
を
と
高
く
も
空
か
け
る
ら
し

梅
雨
そ
ら
に
ほ
た
る
放
し
き
闇
に
酔
ひ
て
そ
が
飛
べ
る
見
ゆ
歓
喜
な
る
か
も

明
滅
し
つ
ほ
た
る
飛
べ
る
見
ゆ
そ
の
余
り
歓
喜
に
充
て
る
を
い
と
し
思
ふ
を

兄
召
さ
る
ひ

雛
遊
び
に
夫つ

ま
と
は
な
り
し
を
の
子
ら
も
今
し
征
く
か
も
ま
す
ら
を
さ
び
つ

麦
酒
の
み
征
か
せ
る
兄
は
酔
ひ
け
ら
し
死
な
む
身
は
幸さ

ち
と
笑
ま
ひ
の
ら
す
も

い
征
き
ま
せ
き
み
が
希
ひ
の
高
け
れ
ば
か
へ
り
み
な
せ
そ
神か
ん
が
ゝ
り
し
て

た
ら
ち
ね
は
征
か
せ
る
兄
を
う
ち
見
つ
ゝ
盃
合
せ
泪な

み
か
く
す
ら
し

祝
ぎ
酒
に
頬
を
あ
か
め
つ
ゝ
か
の
き
み
は
「
玉
杯
」
う
た
ひ
目ま
な
と
づ
る
か
も

泣
く
ま
じ
と
歌
ひ
送
れ
ど
く
ち
び
る
の
端
の
ふ
る
へ
を
か
く
す
よ
し
な
く

美み

須す

麻ま

流る

の
玉
も
も
ゆ
ら
に
神
々
の
知
ら
し
ゝ
玉
を
護
れ
吾
が
兄せ

こ子
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木
い
ち
ご

と
く
起
き
て
飯い

ひ
を
炊
き
た
り
我わ

も
か
く
て
を
と
な
び
て
あ
り
寮
に
在
り
て
は

焼
け
あ
と
に
花
あ
き
な
ふ
店
見
出
せ
り
芍
や
く
を
か
ふ
な
み
だ
垂
り
つ
ゝ

木
い
ち
ご
に
蟻
つ
き
に
け
り
庭
は
き
つ
帚は

ヽ
きた
て
か
け
ち
ぎ
り
食は

み
し
も

か
ゝ
る
き
び
し
き
世
に
在
り
て
な
ほ
花
ば
ら
は
つ
ぼ
み
清
げ
に
う
ち
ひ
ら
き
た
り

大
輪
の
ダ
リ
ヤ
挿
し
た
る
そ
が
上
に
頬
を
埋
み
て
な
き
た
く
も
あ
る
か

日ひ

葵ま
は

向り

（
マ
マ
）
の
大
き
花
弁
に
唇く
ち
つ
け
て
き
み
を
愛
す
と
告
げ
て
み
た
き
ひ

狂
は
ま
し
と
情
熱
的
に
手
を
に
ぎ
り
黄
な
る
単ひ

と
へ衣
の
似
合
ふ
ひ
と
は
も

鳥
の
声 

慶
子

松
籟
の
こ
も
ら
ふ
山
に
雪
降
り
て
峡は

ざ
まが
あ
た
り
と
も
し
び
つ
き
ぬ

雪
解ど

け
の
氷
ひ
ゞ
ゐ
る
こ
ろ
な
れ
や
小こ

鳥と
り

の
声
の
す
み
て
聞
え
ん
。

薄う
す

氷ら
ひ
に
渡
ら
ふ
風
の
ぬ
く
も
り
て
山
の
鴬
な
き
そ
め
に
け
り

薄う
す

氷ら
ひ
の
と
け
そ
め
に
け
り
春
近
み
田た

面お
も
か
す
か
に
鳥
鳴
け
る
み
ゆ

笹
の
葉
の
さ
ゆ
ら
ぎ
立
ち
つ
天
照
り
つ
鶯
や
ぶ
に
さ
ゝ
な
き
出
で
ぬ
。

桃
咲
き
て
静
か
な
る
ら
し
こ
の
道
辺
青
め
る
空
に
雲
も
あ
ら
な
く
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紅
の
唇
に
似
し
桃
の
花
朝
の
道
辺
に
さ
き
て
静
け
し

ほ
の
〴
〵
と
桃
の
上ほ

づ
ゑ枝
に
紅
の
か
ゞ
よ
ふ
雲
は
ひ
た
し
づ
も
れ
り

君
と
こ
し
こ
の
村
山
は
花
さ
き
て
小
鳥
の
声
の
ひ
ね
も
す
き
こ
ゆ

リ
ラ
の
花
一
つ
〳
〵
が
思
ふ
ま
ゝ
咲
き
出
づ
る
頃
の
春
は
楽
し
き
。

小
つ
ゝ
じ
の
紅
極
り
て
池
の
面お

も
風
渡
り
つ
ゝ
暮
れ
そ
め
に
け
り
。

小
波
の
揺
れ
は
か
そ
け
く
や
ま
ず
し
て
池
の
水み

お
も面
に
つ
ゝ
じ
色
も
ゆ
。

庭
隅し

ま
に
咲
き
ほ
う
け
た
る
い
ち
は
つ
の
花
さ
む
く
し
て
つ
ゝ
じ
色
こ
し
。

日
の
か
け
は
つ
ゝ
じ
に
落
ち
て
庭
の
樹
に
鳥
の
声
す
む
春
の
夕
暮
。

ふ
る
さ
と

天
雲
の
た
む
ろ
し
ゐ
る
が
な
つ
か
し
き
ふ
る
さ
と
の
山
恋
ほ
し
く
な
り
つ

笹
原
に
葉
ず
れ
の
音
の
さ
や
ぎ
ゐ
て
我
に
淋
し
き
心
お
こ
り
ぬ
。

含ふ
ヽ
み
た
る
生い
の
ち命
の
水
に
咲
き
栄
え
て
芍
薬
の
花
は
お
ほ
ら
け
き
か
も
。

く
づ
れ
落
つ
ほ
だ
火
の
あ
か
り
映
ろ
ひ
て
君
が
ま
な
こ
よ
淋
し
か
り
け
り
。

た
ま
ゆ
ら
の
生
命
き
よ
ら
に
保
ち
え
て
こ
の
み
い
く
さ
に
か
ち
ぬ
か
む
と
す
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学
徒
出
陣 

れ
い
子

ひ
た
す
ら
に
　
待
ち
て
し
あ
れ
ば
　
大
君
の
　
任ま

け
の
ま
に
〳
〵
　
出い
で
た征
つ
と
　
も

の
ゝ
ふ
の
　
八
十
の
と
も
の
を
　
つ
る
ぎ
太
刀
　
い
ざ
執と

り
た
ゝ
む
　
今
日
の
日

の
　
大
き
ほ
こ
り
に
　
む
ら
ぎ
も
の
　
心
は
を
ど
る
　
霧
雨
に
　
衣
を
透
し
　
晩お

そ

秋
の
　
冷
気
は
　
ひ
し
と
せ
ま
れ
ど
も
　
た
ゞ
眉
あ
げ
て
　
み
誓
ひ
の
　
言
た
て

ま
つ
る
。

雨
し
ぶ
き

　
学
徒
の
群
は

　
そ
ぼ
濡
れ
て

　
こ
ゝ
に
立
て
ど
も

　
若
き
血
は

　
燃

え
た
ぎ
る
な
る

　
胸
内
の

　
思
ひ
は
い
か
に

　
筆
す
て
ゝ

　
太
刀
と
ら
な
む
と

　

お
ご
そ
か
に

　
の
た
ま
は
す
な
る

　
み
こ
と
の
り

　
い
や
か
し
こ
み
て

　
今
こ
そ

は
　
我
等
起
つ
と
き

　
生
還
も
と
よ
り
期
せ
ず

　
あ
と
を
守
る

　
稚わ

か
き
も
の
ら
を

　

む
ち
う
ち
て

　
は
げ
ま
し
た
ま
ふ

　
言
の
葉
は

　
た
ゞ
に
き
び
し
く

　
立
ち
お
く

る
　
我
等
を
み
な
の

　
胸
あ
つ
く

　
な
み
だ
な
が
る
ゝ

　
百も

も
千ち

足た

る
　
学
徒
の
む

れ
の

　
堂
々
の

　
行
進
お
こ
る

　
天
翔
り

　
陸く

か
地
を
す
ゝ
み

　
綿
津
見
は

　
あ
れ

く
る
ふ
と
も

　
い
ざ
子
ど
も

　
征
き
に
征
か
な
む

　
ひ
た
ぶ
る
に

　
う
ち
て
し
や

ま
む

　
我
が
立
て
る

　
大
地
は
地な

震ゐ

す
　
ま
す
ら
を
の

　
足あ
の
と音
の
ま
ゝ
に

　
天
つ

ち
に

　
と
ゞ
ろ
と
ゞ
ろ
と

　
ひ
ゞ
け
か
し

　
こ
れ
の
あ
し
お
と

　
い
ざ
わ
れ
ら
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ね
も
ご
ろ
の
　
礼ゐ
や

を
捧
げ
む
　
学
徒
ら
の
　
栄は
え

の
出い
で

征た
ち

　
心
こ
め
　
武
運
い
の
ら

む返
歌

ひ
た
仰
ぐ
眼
の
い
ろ
は
ゆ
る
が
ざ
り
こ
の
秋
雨
に
学
徒
ら
は
征
く

海
上
日
出

足
も
と
に
ゆ
た
に
よ
せ
く
る
わ
た
つ
み
の
う
ね
り
は
あ
を
く
も
や
は
れ
む
と
す

湘
南
に
て

わ
が
こ
ゝ
ろ
む
な
し
き
ろ
か
も
こ
ゝ
に
し
て
鉄
路
は
ろ
か
に
か
ぎ
ろ
ふ
み
れ
ば

汽
車
よ
け
て
土
手
に
ふ
し
つ
ゝ
晩
春
の
草
の
い
き
れ
を
か
ぎ
に
け
る
か
も

秋

を
ち
か
へ
る
雲
の
そ
ぐ
へ
に
蒼
空
の
澄
め
る
を
み
れ
ば
秋
ち
か
み
か
も

む
ら
き
も
の
こ
ゝ
ろ
は
た
ゝ
に
む
な
し
け
れ
秋
た
つ
け
ふ
の
そ
ら
の
さ
や
け
さ

ふ
る
さ
と

さ
は
に
な
く
か
は
づ
の
こ
ゑ
の
ひ
ゞ
か
ひ
て
田
の
面
は
あ
を
き
風
わ
た
る
見
ゆ

014-033_11_研究ノート_濱田_責.indd   30 14/06/27   13:03



―31―

春
の
月 

佐
枝

さ
び
し
さ
に
た
へ
か
ね
に
け
り
し
ゞ
ま
夜
の
お
ぼ
ろ
の
月
の
か
げ
を
あ
び
つ
ゝ

あ
か
り
消
え
月
の
光
の
ほ
の
じ
ろ
く
ベ
ッ
ド
の
中
の
人
を
隈
せ
り

あ
ほ
ぐ
ろ
き
木
立
を
洩
れ
て
月
影
の
室ヘ

ヤ
に
さ
し
入
る
お
ぼ
ろ
〳
〵
に

あ
の
宵
は
わ
が
う
つ
ゝ
な
き
思
さ
へ
ひ
ら
に
な
ご
み
ぬ
月
み
て
あ
れ
ば

ほ
そ
〴
〵
と
語
り
て
あ
れ
ば
月
光
に
窓
あ
か
る
み
ぬ
し
づ
か
な
る
宵

妹
の
十
三
回
忌
に

い
も
う
と
の
十
三
回
忌
の
宵
近
く
に
ほ
ひ
ゆ
か
し
く
芍
薬
さ
き
ぬ

香
た
き
て
一
人
し
あ
れ
ば
妹
の
お
さ
な
が
ほ
な
ど
胸
に
う
か
び
ぬ

湯
上
り
に
乙
女
つ
ば
き
の
浴
方
き
て
赤
き
頬
し
て
す
ま
し
顔
な
る

お
の
〳
〵
の
ひ
ゝ
な
か
ざ
り
て
む
つ
み
ゐ
し
桃
匂
ふ
日
の
午
下
り
か
な

ふ
る
さ
と

登
り
き
て
瀬
戸
の
内ウ

ツ
ミ海
を
み
わ
た
せ
ば
す
な
ど
り
の
ふ
ね
お
ち
こ
ち
に
み
ゆ

妹
と
山
峡
の
み
ち
あ
る
き
ゆ
け
ば
う
す
く
れ
な
い
に
山
つ
ゝ
じ
さ
く

は
る
の
日
は
れ
ん
げ
つ
み
つ
ゝ
う
た
ひ
ゆ
く
子
ら
の
歩
み
の
か
ろ
〴
〵
し
か
り

ふ
る
さ
と
は
か
す
み
た
な
び
き
大
空
は
あ
ほ
く
ひ
ろ
ご
り
平
和
な
る
か
な
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つ
ち

は
る
す
ぎ
て
夏
を
迎
ふ
る
乙
女
ら
の
ひ
と
み
に
し
み
る
つ
ち
い
き
れ
か
も

新
生
の
よ
ろ
こ
び
こ
め
て
や
け
あ
と
に
若
菜
め
ぶ
き
ぬ
な
つ
の
け
は
ひ

く
ろ
つ
ち
の
下
な
る
生イ

ノ
チ命
む
く
〳
〵
と
う
ご
く
け
は
ひ
の
大
い
な
る
か
な

黒
土
の
い
き
れ
う
れ
し
も
や
け
あ
と
に
下
駄
ぬ
ぎ
す
て
ゝ
畠
づ
く
り
す

ひ
と
ひ
〳
〵
の
び
ゆ
く
苗
に
興
が
り
て
鍬
と
る
時
は
こ
ゝ
ろ
た
ら
ひ
ぬ

何
と
な
く
人
の
香
の
し
て
な
つ
か
し
く
夕
陽
さ
し
く
る
茄
子
畑
か
も

人
間
の
こ
こ
ろ
な
ご
め
て
大
つ
ち
に
生
き
ん
と
す
ら
ん
も
の
ゝ
上
る
と
き

白
蛾 
晴
子

ゆ
き
行
け
ど
人
に
逢
は
ず
て
山
の
路
に
切
れ
し
は
な
を
は
草
引
き
結
ぶ

と
な
り
家
の
竹
垣
ひ
く
み
く
れ
な
ゐ
の
椿
し
づ
か
に
陽
に
さ
け
る
み
ゆ

え
う
ら
く
の
ゆ
れ
は
か
そ
け
く
や
ま
ず
し
て
か
た
ら
ぬ
ひ
な
に
夕
き
さ
し
そ
む

ほ
の
甘
き
香
を
た
ゞ
よ
は
せ
ば
ら
の
花
青
磁
の
か
め
に
さ
き
ほ
こ
り
ぬ
る

人
の
世
の
く
し
き
思
ひ
も
忘
れ
は
て
ば
ら
の
花
香
に
我
ぞ
よ
は
ま
し

春
風
に
髪
な
ぶ
ら
せ
て
ひ
と
り
ゆ
く
朝
の
野
み
ち
の
青
き
か
ゞ
や
き
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は
た
〳
〵
と
あ
ふ
げ
ば
や
が
て
も
え
上
る
か
ま
ど
の
ほ
の
ほ
ひ
た
あ
か
き
か
も

あ
た
ら
し
き
い
の
ち
大
ら
か
に
い
ぶ
き
つ
ゝ
ひ
む
が
し
の
お
も
て
に
こ
と
あ
る
ら
し
き

葉
も
茎
も
透
き
と
ほ
る
ご
と
き
み
ど
り
な
り
畠
の
蕗
が
陽
中
さ
や
ゝ
ぐ

人
の
こ
こ
ろ
の
お
く
が
を
ふ
か
く
み
る
心
も
た
ざ
る
わ
れ
か
今
日
を
く
ひ
つ
ゝ

五
つ
む
つ
咲
き
そ
め
に
た
る
あ
か
き
色
ざ
く
ろ
の
花
も
き
ゆ
る
た
そ
が
れ

あ
は
〳
〵
と
も
や
か
う
ぶ
れ
る
あ
か
と
き
の
さ
庭
べ
明
く
月
見
草
さ
く

そ
の
花
の
あ
ふ
る
ゝ
ご
と
く
さ
く
ゆ
え
に
あ
か
と
き
の
に
は
静
か
に
あ
か
る
し

め
づ
ら
か
な
静
を
こ
ほ
し
み
ひ
ま
の
葉
に
し
み
て
う
ご
か
ぬ
秋
の
日
を
見
ぬ

霧
の
夜
に
吹
き
す
め
る
笛
の
お
も
し
ろ
や
郷
愁
に
似
し
思
ひ
わ
か
し
む

夜
く
ら
し
角
の
地
蔵
の
香
け
ふ
り
数
歩
す
ぎ
し
我
を
つ
ゝ
み
に
け
り

一
瞬
を
光
か
と
み
ぬ
か
ら
た
ち
の
垣
の
ほ
と
り
に
白
蛾
と
び
を
り

兵
を
送
る

い
で
ゆ
か
す
今
宵
を
明
き
大
き
月
す
み
の
ぼ
る
な
り
ひ
か
し
く
も
間
に

生
き
て
ま
た
逢
ふ
を
期
せ
ざ
る
つ
は
も
の
を
送
る
ゆ
く
て
に
月
明
く
の
ぼ
る

挙
手
の
礼
力
を
こ
め
て
お
く
り
し
の
ち
無
心
の
ご
と
く
さ
り
ゆ
き
た
ま
ふ
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は
じ
め
に

二
〇
一
三
年
一
二
月
、
成
瀬
記
念
館
か
ら
平
塚
ら
い
て
う
の

「
実
践
倫
理
」
の
答
案
が
発
見
さ
れ
た
と
の
連
絡
を
受
け
た
。
渡

さ
れ
た
史
料
は
、
平
塚
明は
る
の
名
で
家
政
科
二
年
と
三
年
の
時
に
提

出
さ
れ
た
「
実
践
倫
理
」
の
答
案
四
点
で
、
ら
い
て
う
が
書
き
残

し
た
文
章
と
し
て
は
、
最
も
古
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違

い
な
い
（
史
料
の
全
文
は
、
後
段
に
掲
載
）。

平
塚
明
は
、
本
校
創
立
か
ら
三
年
目
の
一
九
〇
三
（
明
治
三

六
）
年
、
数
え
年
一
八
歳
で
家
政
学
部）

1
（

に
入
学
し
た
。『
平
塚
ら

い
て
う
自
伝

　
元
始
、
女
性
は
太
陽
で
あ
っ
た）

2
（

』
に
は
、
女
子
高

等
師
範
学
校
附
属
高
等
女
学
校
の
「
官
学
的
な
押
し
つ
け
教
育
に

息
づ
ま
る
よ
う
な
思
い
で
い
た
」
時
に
読
ん
だ
成
瀬
仁
蔵
の
『
女

子
教
育
』（
一
八
九
六
年
刊
）
に
心
を
う
ば
わ
れ
、「
迷
う
こ
と
な

く
」
進
学
を
決
め
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
反
対
す
る
父
親
か
ら
、

母
の
と
り
な
し
で
「
英
文
科
で
は
い
け
な
い
が
、
家
政
科
な
ら

ば
」
と
い
う
条
件
つ
き
の
許
し
を
得
て
入
学
し
、
一
九
〇
六
年
に

第
三
回
生
と
し
て
卒
業
し
て
い
る
。

ら
い
て
う
は
、
後
に
女
性
解
放
運
動
家
・
平
和
運
動
家
と
し
て

名
を
あ
げ
た
人
物
で
あ
る
が
、
自
伝
に
は
己
の
生
涯
に
影
響
を
与

え
た
存
在
と
し
て
の
成
瀬
仁
蔵
校
長
の
思
い
出
や
「
実
践
倫
理
」

の
講
義
の
話
な
ど
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
大
学
で
の
寮

生
活
に
悩
み
、
次
第
に
冷
め
て
ゆ
く
学
校
生
活
や
心
の
移
ろ
い
に

新
資
料
紹
介新

発
見
史
料
「
平
塚
ら
い
て
う
」
の
答
案
を
読
み
解
く

―
成
瀬
仁
蔵
の
「
実
践
倫
理
」
講
義
の
概
要
か
ら
考
え
る
―中

嶌
　
　
邦
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つ
い
て
も
多
く
語
っ
て
い
る
。
自
伝
に
記
さ
れ
た
若
き
日
の
心
の

葛
藤
の
裏
付
け
を
答
案
に
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
答
案
」
を
読
み
解
く
た
め
に
、
は
じ
め
に
、
当
時
、「
実
践
倫

理
」
に
お
い
て
成
瀬
が
語
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
い
。
そ
の
上
で
、

「
答
案
」
を
通
し
て
若
き
日
の
ら
い
て
う
の
心
の
動
き
を
追
っ
て

み
よ
う
。

「
実
践
倫
理
」
と
は

「
実
践
倫
理
」
は
日
本
女
子
大
学
校
の
創
立
時
よ
り
成
瀬
仁
蔵

の
担
当
す
る
学
科
目
で
あ
っ
た
。
以
後
「
実
践
倫
理
」
は
校
長
が

行
な
う
講
義
で
あ
り
、
代
々
の
校
長
が
原
則
と
し
て
受
け
継
ぎ
、

第
二
次
世
界
大
戦
後
に
、
大
学
に
昇
格
し
て
か
ら
は
学
長
が
担
当

し
て
、
一
九
六
五
（
昭
和
四
○
）
年
度
ま
で
続
い
た）

3
（

。
第
七
代
学

長
有
賀
喜
左
衛
門
の
就
任
に
よ
っ
て
、
実
践
倫
理
は
、
教
養
特
別

講
義
と
名
称
を
変
え
、
必
ず
し
も
毎
回
学
長
が
講
義
を
行
な
う
体

制
で
は
な
く
な
り
、
学
内
外
の
多
様
な
講
師
を
迎
え
、
そ
の
内
容

も
変
化
し
て
き
て
い
る
が
、
現
在
ま
で
継
承
さ
れ
て
、
日
本
女
子

大
学
の
教
育
の
特
色
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
多
様
な
課
題

を
提
供
し
て
い
る
が
、
大
学
の
理
念
あ
る
い
は
そ
の
教
育
方
針
を

自
ら
明
ら
か
に
し
、
そ
の
教
育
実
践
を
反
映
す
る
、
全
学
生
必
修

の
科
目
で
あ
る）

4
（

。

開
校
時
の
日
本
女
子
大
学
校
規
則）

5
（

に
よ
れ
ば
、「
第
一
章

　
総

則
」
に
次
ぐ
第
二
章
で
、
学
科
・
科
目
・
修
業
年
限
に
つ
い
て
規

定
さ
れ
て
い
る
。
学
科
目
の
う
ち
必
修
に
「
倫
理
及
社
会
学
」
が

あ
り
、
そ
の
内
容
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
第
一
学
年
に

実
践
倫
理
、
第
二
学
年
に
倫
理
学
、
第
三
学
年
に
実
践
社
会
学
と

な
っ
て
い
る
。
以
後
、
実
践
倫
理
が
各
学
年
に
加
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
。
当
時
は
家
政
学
部
・
国
文
学
部
・
英
文
学
部
（
当
時
の

呼
称
）
の
三
学
部
の
体
制
で
い
ず
れ
も
修
業
年
限
は
三
年
を
予
定

平塚明の実践倫理答案
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し
て
い
る
。
こ
の
三
学
部
共
通
の
必
修
科
目
が
「
倫
理
及
社
会

学
」
で
あ
り
、
そ
の
講
義
内
容
と
し
て
「
実
践
倫
理
」
が
お
か
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

創
立
時
の
「
実
践
倫
理
」

こ
こ
で
は
、
創
立
時
よ
り
平
塚
明
が
卒
業
す
る
一
九
〇
五
（
明

治
三
八
）
年
度
ま
で
の
五
年
間
の
「
実
践
倫
理
」
を
中
心
に
、
そ

の
内
容
を
ふ
り
返
り
意
義
を
検
討
す
る
。
成
瀬
仁
蔵
の
「
実
践
倫

理
」
は
教
育
体
制
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
か
。

当
時
の
「
実
践
倫
理
」
の
講
義
内
容
は
、
開
校
時
よ
り
順
次
、

時
を
追
っ
て
『
成
瀬
仁
蔵
著
作
集
』
第
二
巻
か
ら
第
三
巻
に
収
め

ら
れ
て
い
る）

6
（

。
明
治
三
八
年
以
降
の
講
義
は
、
別
に
『
日
本
女
子

大
学
校
長

　
成
瀬
仁
蔵
先
生
述

　
実
践
倫
理
講
話
筆
記
』
が
成
瀬

記
念
館
に
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
後
に
復
刻
、
出
版
さ
れ
て
い

る
（
現
在
も
継
続
中）

7
（

）。『
筆
記
』
は
即
時
的
に
成
瀬
の
講
演
を
記

録
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
講
演
の
様
子
が
リ
ア
ル
に
感
じ
と

れ
る
。
そ
し
て
そ
の
内
容
は
「
実
践
倫
理
」
に
限
定
さ
れ
て
い
る

も
の
で
は
な
く
、
当
年
度
の
学
校
行
事
に
際
し
て
行
な
わ
れ
た
成

瀬
の
講
話
が
す
べ
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
倫
理
学
、
実
践
社
会
学

な
ど
の
講
義
内
容
も
収
載
さ
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
そ
の
表
題

に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
成
瀬
仁
蔵
の
講
話
は
す
べ
て
「
実
践

倫
理
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
と
推
定
で
き
よ
う
。
成
瀬
仁

蔵
の
講
義
の
要
が
「
実
践
倫
理
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

で
は
成
瀬
自
身
は
「
実
践
倫
理
」
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

創
設
期
の
実
践
倫
理
講
義
の
中
に
「
教
授
法
及
び
試
験
の
方

法
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
そ
こ
で
成
瀬
の
担
当

す
る
実
践
倫
理
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
そ
の
意
味
を
語
っ
て
い

る
。

予
の
受
け
持
つ
所
は
実
践
倫
理
学practical ethics

な
り
。

之
は
純
正
倫
理
学pure ethics

に
対
し
て
云
ふ
事
な
り
。
而

し
て
実
践
倫
理
学
は
、
純
正
倫
理
学
の
如
く
、
理
論
、
学
説
等

を
主
と
せ
ざ
る
も
、
其
の
中
自
ら
整
然
た
る
秩
序
あ
る
も
の
な

り
。
故
に
先
づ
之
を
諸
子
に
咀
嚼
せ
し
め
ん
事
を
要
す
。
現
今
、

世
界
各
国
に
て
最
も
研
究
の
新
し
き
も
の
は
、
社
会
学
に
し
て
、

こ
れ
に
続
く
も
の
は
、
婦
人
問
題
、
労
働
問
題
等
な
り
。
而
し

て
是
等
は
凡
てpractical ethics

に
含
ま
る
ゝ
も
の
な
り
。
故

に
予
が
受
け
持
つ
處
の
も
の
は
、
時
々
刻
々
に
起
り
来
る
活
問

題
に
し
て
、
須
臾
も
研
究
を
怠
る
可
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
。
諸

子
と
共
に
直
接
研
究
す
べ
き
も
の
な
る
故
、
学
生
の
進
む
に
先

立
ち
て
実
行
す
べ
き
も
の
な
り
。（
中
略
）
諸
子
各
自
が
研
究

の
第
一
着
と
し
て
勉
む
べ
き
も
の
は
茲
に
存
す
。
諸
子
の
生
涯

に
決
し
て
滅
す
可
か
ら
ざ
る
處
の
燃
焼
力
を
保
つ
事
を
得
ば
、
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予
の
大
い
に
満
足
す
る
處
に
し
て
、
之
を
得
る
は
即
ち
教
育
の

目
的
な
り）

8
（

。

と
し
て
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
、
原
動
力
・
実
力
・
方
法
の
獲
得

が
必
要
で
あ
り
、
経
験
、
実
験
、
観
察
等
を
豊
か
に
し
て
、
各
自
、

実
践
倫
理
を
原
点
と
し
て
、
自
ら
が
自
ら
に
最
も
適
し
た
学
課
を

選
び
、
そ
し
て
発
展
し
て
い
く
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
講
話
に
よ
っ
て
わ
か
る
こ
と
は
、
一
つ
は
、
実
践
倫
理
は
、

一
般
の
倫
理
学
の
よ
う
に
理
論
や
学
説
を
主
と
し
て
追
っ
た
り
、

紹
介
す
る
こ
と
で
、
そ
の
倫
理
学
の
内
容
を
明
に
す
る
と
い
う
こ

と
に
止
ら
ず
、
実
践
倫
理
の
独
自
の
体
系
が
あ
る
こ
と
、
二
に
は

実
践
倫
理
に
お
い
て
重
視
さ
れ
る
の
は
、
時
々
刻
々
に
起
っ
て
い

る
活
問
題
で
あ
り
、
少
時
も
お
ろ
そ
か
に
出
来
ぬ
研
究
課
題
で
あ

る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
現
実
社
会
に
お
い
て
解
決
を
迫
ら
れ
て
い

る
課
題
に
常
に
関
心
を
よ
せ
て
論
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
現
在
最
も

必
要
な
課
題
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
社
会
学
的
問
題
で

あ
り
、
さ
ら
に
婦
人
問
題
、
労
働
問
題
な
ど
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
実
践
倫
理
の
講
義
の
ね
ら
い
は
、
一
つ
は
学
生
一
人
一
人

の
自
己
啓
発
を
促
進
す
る
こ
と
で
あ
り
、
二
は
学
生
達
と
共
に
生

き
る
現
代
の
課
題
に
対
応
し
、
そ
れ
に
挑
戦
す
る
姿
勢
を
導
き
出

す
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

日
本
女
子
大
学
校
の
教
員
で
あ
る
渡
辺
英
一
は
実
践
倫
理
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

学
科
目
の
中
心
で
あ
る
が
、
又
校
風
養
成
の
中
心
で
あ
り
、

言
語
を
通
じ
て
、
信
念
涵
養
の
理
論
と
精
神
と
欲
求
と
感
情
と

を
指
導
し
、
鼓
吹
し
、
刺
激
し
促
進
す
る
努
力
で
あ
り
、
又
従

っ
て
先
生
が
、
精
神
、
人
格
の
内
容
を
直
接
に
学
生
に
展
開
す

る
機
関
で
あ
っ
た）

9
（

。

当
然
、
実
践
倫
理
の
内
容
は
幅
広
く
豊
か
で
複
雑
で
あ
る
。
道

徳
・
宗
教
・
哲
学
・
倫
理
・
教
育
か
ら
、
女
性
の
役
割
・
家
庭
・

結
婚
・
学
校
生
活
の
各
方
面
、
研
究
の
方
法
、
体
育
さ
ら
に
、
社

会
状
勢
、
国
際
問
題
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
事
項
が
、
そ
の
時
々
の
課

題
と
し
て
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
展
開
も
様
々
で
あ
り
、
と
ら
え
難
い

と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
豫
言
者
的
風
格
の
人
で
あ
り
、
或

は
芸
術
的
実
行
家
と
で
も
評
す
べ
き
人
で
あ
っ
た）
10
（

」
と
の
成
瀬
仁

蔵
の
講
話
の
態
度
と
共
に
、
聞
く
者
を
し
て
魅
力
あ
る
講
義
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

品
格
の
育
成

で
は
、
実
践
倫
理
の
初
期
の
講
話
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
指
摘

さ
れ
、
言
及
さ
れ
た
内
容
は
何
か
。
繰
り
返
し
語
ら
れ
た
言
葉
の

一
つ
に
品
性
の
向
上
、
品
格
の
陶
冶
が
あ
げ
ら
れ
る
。
女
子
高
等

教
育
の
機
関
と
し
て
設
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
高
等
女
学
校

（
現
在
の
中
学
校
・
高
等
学
校
に
相
当
す
る
四
年
〜
五
年
制
の
女

子
校
）
以
上
の
学
問
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
学
生
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達
は
そ
れ
に
憧
れ
て
入
学
し
て
き
た
と
い
え
る
が
、
そ
れ
に
止
ま

ら
ず
、「
重
き
を
置
く
べ
き
は
品
性
を
陶
冶
し
、
所
謂
人
物
を
養

成
す
る
事
な
り
」（「
開
校
二
ヶ
月
を
迎
へ
て
」）「
一
層
大
切
な
る

は
品
性
な
り
」（「
倫
理
学
と
は
如
何
な
る
も
の
か
」）「
品
性
を
陶

冶
す
る
事
を
忘
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
」（「
注
意
力
の
集
注
」）「
熱

心
に
力
を
用
ふ
べ
き
は
品
性
陶
冶
」（「
杖
を
捨
て
よ
、
自
ら
歩

め
」）「
鞏
固
な
る
品
性
の
養
成
」（「
分
厘
の
不
足
」）「
品
格
を
備

へ
た
る
淑
女
た
り
」（「
日
本
女
子
大
学
校
の
教
育
方
針
に
つ
い

て
」）
な
ど
、
単
に
高
等
教
育
を
う
け
、
知
識
偏
重
の
勉
学
中
心

で
な
く
、
人
と
し
て
の
品
性
・
品
格
を
内
か
ら
育
て
る
こ
と
を
求

め
て
い
る
。
こ
の
品
性
を
高
め
る
方
法
と
し
て
、
次
の
点
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。

第
一
に
勉
む
る
事
は
、
前
に
も
云
え
る
如
く
、
品
性
を
養
成

す
る
こ
と
、
即
ち
実
行
す
る
こ
と
を
以
て
主
と
す
。（
中
略
）

諸
子
に
、
神
道
に
も
せ
よ
、
仏
教
、
或
は
基
督
、
或
は
儒
教
、

何
な
り
と
も
一
の
據
所
を
定
め
、
以
て
其
れ
に
到
着
す
べ
く
一

向
専
心
に
真
理
を
研
究
せ
ら
れ
よ）
11
（

。

と
し
、
品
性
を
高
め
る
際
に
宗
教
に
接
す
る
こ
と
、
そ
の
真
理
を

探
究
す
る
こ
と
を
奨
励
し
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
拠
り
所
を
持
つ
こ

と
を
求
め
た
。
特
定
の
宗
教
を
提
示
す
る
の
で
は
な
く
、
各
自
が

納
得
す
る
宗
教
に
接
す
る
こ
と
を
奨
励
し
た
。「
精
神
的
生
命
」

の
講
義
で
は
、「
宗
教
は
神
で
は
無
く
て
、
生
命
で
あ
る
、
信
条

で
は
な
い
、
信
仰
で
あ
る
、heart

で
あ
る
と
は
誰
も
同
意
す
る

処
で
あ
る）
12
（

」
と
い
い
、
宗
教
に
接
す
る
こ
と
に
つ
い
て
詳
細
に
述

べ
て
い
る
。
そ
の
体
験
を
通
じ
て
「
換
言
す
れ
ば
、
理
想
あ
り
、

目
的
あ
る
人
と
な
ら
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
し
、
そ
の
結
果

と
し
て
活
力
を
得
、「
有
為
の
人
物
と
な）
13
（

」
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

て
い
る
。

人
物
と
な
る
為
に
は
時
に
は
厳
し
い
提
言
も
さ
れ
て
い
る
。

「
時
に
就
き
て
」
で
は
、
時
を
用
ふ
る
力
の
大
切
さ
を
自
覚
し
、

あ
い
ま
い
な
態
度
や
出
来
な
い
と
の
判
断
を
簡
単
に
下
し
た
り
、

主
動
者
と
な
る
こ
と
を
避
け
た
り
す
る
こ
と
に
批
判
を
行
な
っ
て

い
る
し）
14
（

、「
何
故
に
諸
子
の
直
ち
に
着
手
す
べ
き
事
の
遅
延
す
る

か
」
で
は
、
様
々
な
理
由
を
つ
け
て
実
行
し
な
い
こ
と
を
激
し
い

口
調
で
批
判
し
て
い
る）
15
（

。「
其
の
時
の
機
会
を
其
の
時
に
得
よ
」

で
は
、
決
心
は
そ
こ
に
止
ら
ず
、
決
断
・
実
行
に
移
さ
れ
る
こ
と

こ
そ
が
大
事
で
あ
る
と
い
う）
16
（

。
常
に
行
動
が
伴
う
こ
と
が
推
奨
さ

れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
指
摘
は
各
自
の
自
立
を
促
す
。「
杖
を
捨
て
よ
、
自

ら
歩
め）
17
（

」
の
題
目
に
表
れ
る
よ
う
に
、
周
辺
に
ま
ど
わ
さ
れ
る
こ

と
の
な
い
、
思
想
と
信
念
の
あ
る
、
実
践
す
る
人
物
と
な
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
品
性
を
陶
冶
し
、
自
立
的
な
意
志
力
を
も
っ
た
人

格
の
養
成
に
、
そ
れ
ま
で
の
米
国
留
学
や
研
究
の
成
果
を
生
か
し
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て
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
の
例
を
古
今
東
西
に
わ
た
り
紹
介
し
た
り
、

自
か
ら
の
経
験
や
周
囲
の
話
題
を
と
り
あ
げ
、
知
・
情
・
意
の
関

連
な
ど
を
加
え
て
、
身
近
な
課
題
と
し
て
考
え
る
よ
う
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
各
人
に
よ
る
自
ら
の
品
格
の
養
成
は
、
知

識
中
心
、
技
能
中
心
の
教
育
体
制
と
は
自
ず
か
ら
異
な
る
、
私
学

と
し
て
の
特
色
を
、
そ
し
て
、
成
瀬
特
有
の
講
義
と
な
っ
て
い
る

と
言
え
よ
う
。

天
職
と
本
務

品
格
育
成
の
教
育
の
主
張
は
、
先
ず
身
近
な
学
園
の
環
境
に
影

響
を
与
え
、
団
体
と
し
て
の
雰
囲
気
（
校
風
）
を
構
成
し
、
協
同

の
心
を
養
い
、
ひ
い
て
は
愛
校
心
を
生
む
も
の
と
な
り
、
そ
こ
に

団
体
的
精
神
を
養
う
こ
と
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
ら
れ
て

い
る）
18
（

。
実
践
倫
理
は
当
時
に
あ
っ
て
、
高
等
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
、
特
別
の
恵
ま
れ
た
境
遇
の
女
性
た
ち
へ
の
強
い
期
待
を
も

っ
て
語
ら
れ
た
。「
予
は
諸
子
に
対
し
て
二
つ
の
希
望
を
有
せ
り
」

に
お
い
て
、「
其
の
一
は
、
理
想
的
教
育
家
に
成
ら
ん
事
」
と
あ

り
、
社
会
に
お
け
る
理
想
的
モ
デ
ル
を
示
す
者
と
な
る
こ
と
、

「
其
の
二
は
、（
中
略
）
社
会
に
於
て
最
も
要
求
し
居
る
と
こ
ろ
の

も
の
な
ら
ん
事
を
望
む
な
り
」
と
し
、
意
思
の
鞏
固
な
る
事
、
事

に
当
っ
て
狼
狽
せ
ぬ
事
、
非
常
な
る
忍
耐
力
を
有
す
る
事
、
知
識

を
有
す
る
事
な
ど
が
指
摘
さ
れ）
19
（

「
今
日
の
我
が
国
家
、
社
会
、
家

庭
は
諸
子
を
待
つ
こ
と
甚
だ
切
な
り）
20
（

」
と
い
う
。

こ
の
教
育
姿
勢
は
「
諸
子
生
涯
の
志
と
し
て
全
力
を
注
ぐ
可
き

は
何
な
る
か
」
に
お
い
て
、
自
か
ら
の
「
本
務
」「
天
職
」
を
問

い）
21
（

、
社
会
的
地
位
は
本
務
あ
る
い
は
天
職
と
は
異
質
な
も
の
で
あ

り
、
一
人
一
人
に
は
天
職
が
あ
り
、（「
時
弊
を
論
じ
て
女
生
諸
子

に
告
ぐ
」）「
大
は
国
家
社
会
よ
り
、
小
は
学
校
家
庭
に
至
る
迄
、

到
る
所
よ
り
、
諸
子
を
招
き
諸
子
を
呼
び
つ
ゝ
あ
る
な
り）
22
（

」
と
し
、

周
囲
に
期
待
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
こ
と
が
提
示
さ
れ
、
実
践
に
移

す
こ
と
を
奨
励
し
て
、
選
ば
れ
た
者
と
し
て
の
天
職
を
果
た
す
こ

と
が
切
望
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
様
な
教
育
姿
勢
は
、
当
時
の
女
子
教
育
政
策
や
一
般
的

な
女
子
へ
の
対
応
の
あ
り
様
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
例
え

ば
、
女
子
の
育
成
の
方
向
と
し
て
、
主
張
さ
れ
て
い
る
良
妻
賢
母

主
義
の
教
育
理
念
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
賢
母
・
良
妻
・
淑
女
と

い
う
が
、「
之
等
は
畢
生
の
目
的
と
す
べ
き
全
体
に
は
あ
ら
ず
し

て
、
僅
か
に
一
部
分
を
指
せ
る
も
の
な
り）
23
（

」（「
理
想
・
目
的
・
希

望
」）
と
指
摘
し
て
お
り
、
女
子
の
全
人
的
な
教
育
の
重
要
性
を

語
り
、
良
妻
賢
母
と
い
う
、「
家
」
に
固
定
さ
れ
る
女
性
の
将
来

に
関
し
て
も
疑
問
が
出
さ
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
当
時
の

一
般
的
な
良
妻
賢
母
の
育
成
は
、
天
皇
を
頂
点
と
す
る
家
族
国
家

観
の
枠
の
中
に
、
女
性
の
生
涯
の
歩
み
を
止
め
て
お
く
こ
と
で
あ
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り）
24
（

、
こ
の
よ
う
な
教
育
政
策
に
お
け
る
良
妻
賢
母
と
は
異
質
な
考

え
で
あ
る
。
全
人
的
な
人
格
の
養
成
を
女
性
に
求
め
る
こ
と
は
生

涯
学
習
に
つ
な
が
り
、
様
々
な
人
生
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

若
い
女
性
達
へ
の
期
待
は
卒
業
後
に
及
ぶ
も
の
で
あ
り
、「
吾

人
の
理
想
」
に
お
い
て
「
諸
子
が
卒
業
後
、
大
学
出
身
の
名
に
相

応
す
る
所
の
有
力
な
る
婦
人
と
な
り
、
社
会
に
率
先
し
て
世
人
を

導
き
我
が
国
の
教
育
、
及
び
延
い
て
は
東
洋
の
知
識
を
も
開
発
せ

ら
れ
ん
事
を
切
望
す
る
な
り）
25
（

」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
「
時
に
就
き

て
」
で
は
「
廿
世
紀
は
婦
人
の
時
代
に
し
て
、
又
日
本
に
取
り
て

は
婦
人
の
為
に
一
つ
の
新
世
界
を
開
始
せ
し
も
の
な
ら
ん
と
云
へ

り
」
と
し
、「
廿
世
紀
の
国
民
と
し
て
、
我
が
国
家
及
び
広
く
人

類
の
為
に
尽
す
べ
き
任
務
と
、
諸
子
の
生
涯
に
為
し
遂
ぐ
べ
き

事）
26
（

」
を
認
識
す
る
こ
と
を
う
な
が
し
て
い
る
。
そ
れ
は
第
二
の
維

新
、
即
ち
明
治
維
新
に
次
ぐ
維
新
を
女
性
自
身
が
着
手
す
べ
き
課

題
で
あ
る
と
も
述
べ
て
お
り
、
天
職
の
意
識
を
も
っ
て
自
己
の
周

囲
に
、
家
庭
生
活
に
、
社
会
生
活
に
向
か
っ
て
い
く
こ
と
が
望
ま

れ
て
い
る
（「
第
一
回
卒
業
生
に
告
ぐ）
27
（

」）。
当
時
の
社
会
へ
の
言

及
も
多
い
が
、
目
前
の
日
露
戦
争
に
つ
い
て
も
、
戦
争
へ
の
客
観

的
な
把
握
と
そ
の
克
服
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
（「
第
二
維
新
を

論
じ
て
我
国
教
育
の
宿
弊
に
及
ぶ
」）、
そ
の
反
戦
の
姿
勢
に
注
目

し
た
い）
28
（

。

平
塚
明
の
卒
業
時
の
告
辞

明
治
三
九
年
の
第
三
回
卒
業
式
の
告
辞
に
お
い
て
、
三
年
間
に

い
か
な
る
成
果
を
あ
げ
、
学
校
全
体
に
ど
の
よ
う
な
貢
献
を
し
た

か
を
問
い
、
こ
れ
か
ら
の
歩
み
に
期
待
し
た
。
そ
し
て
創
立
後
の

五
年
を
回
顧
し
て
次
の
よ
う
に
纏
め
ら
れ
て
い
る）
29
（

。

創
立
の
時
に
は
、
混
沌
た
る
も
の
で
、
其
の
中
か
ら
第
一
回

卒
業
生
は
、
漸
く
に
し
て
こ
れ
を
一
つ
の
有
機
体
と
す
る
こ
と

が
出
来
て
、
僅
か
に
感
情
的
生
命
を
拵
へ
る
事
が
出
来
ま
し
た

（
中
略
）

第
二
回
の
卒
業
生
は
知
の
調
和
を
な
し
た
。（
文
学
と
道
徳
、

宗
教
と
科
学
の
衝
突
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
が
あ
り
多
く
の
疑
問

や
矛
盾
に
悩
ん
だ
上
に
一
致
結
合
を
み
た
）

第
三
回
の
卒
業
生
は
感
情
と
知
性
と
の
調
和
を
得
て
、
各
々

円
満
な
る
意
志
を
発
達
す
る
こ
と
が
出
来
た

と
し
、
こ
の
意
志
の
拡
大
、
感
化
力
の
増
大
と
共
に
意
志
の
価
値

を
よ
り
高
め
る
こ
と
を
願
い
、
母
校
と
の
結
合
を
図
っ
て
進
み
た

い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
卒
業
後
の
桜
楓
会
員
と
し
て
の
活
動
が

期
待
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、「
実
践
倫
理
」
の
講
義
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
き
た
内

容
の
具
体
的
結
実
が
三
年
間
の
学
生
生
活
に
ど
の
よ
う
に
表
れ
た

か
を
成
瀬
が
述
べ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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人
と
し
て
、
婦
人
と
し
て
、
国
民
と
し
て

創
立
当
初
の
約
五
年
間
の
「
実
践
倫
理
」
を
通
観
し
、
そ
の
力

点
が
お
か
れ
た
と
こ
ろ
を
概
略
紹
介
し
て
き
た
。
個
人
の
尊
厳
を

尊
重
し
、
個
人
を
高
め
る
こ
と
に
力
を
注
ぎ
、
そ
れ
が
団
体
（
学

園
）
そ
し
て
家
庭
や
社
会
、
国
家
更
に
は
国
境
を
こ
え
て
広
が
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
女
子
高
等
教
育
の
一
教
育
機
関
の

「
実
践
倫
理
」
と
い
う
一
つ
の
学
内
講
義
で
あ
る
と
い
う
に
止
ら

な
い
、
広
い
視
野
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
成
瀬
仁
蔵
の

教
育
理
念
、
教
育
理
想
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ

は
先
に
、
女
子
大
学
創
設
に
当
っ
て
書
か
れ
た
『
女
子
教
育）
30
（

』
第

一
章

　
女
子
教
育
の
方
針
に
お
い
て
、
今
後
の
日
本
の
女
子
高
等

教
育
の
方
針
と
し
て

（
第
一
）
女
子
を
人
と
し
て
教
育
す
る
事

（
第
二
）
女
子
を
婦
人
と
し
て
教
育
す
る
事

（
第
三
）
女
子
を
国
民
と
し
て
教
育
す
る
こ
と
是
れ
な
り

と
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
対
応
す
る
。
翌
年
の
日
本
女
子
大
学
校

第
一
回
創
立
披
露
会
の
講
演
「
女
子
教
育
振
起
策）
31
（

」
の
中
で
、
こ

の
三
つ
を
あ
げ
、
こ
の
三
つ
の
区
別
や
順
序
を
誤
っ
て
は
な
ら
な

い
と
し
、
人
と
し
て
の
教
育
を
基
本
に
す
べ
き
こ
と
を
強
調
し
て

い
る
。

こ
の
姿
勢
は
創
立
時
の
「
日
本
女
子
大
学
校
規
則
」
の
冒
頭
に

お
い
て
同
様
に
表
れ
て
お
り
、

本
校
は
過
去
に
鑑
み
現
実
に
照
ら
し
、
又
大
に
将
来
に
慮
り
、

茲
に
女
子
を
人
と
し
て
婦
人
と
し
て
国
民
と
し
て
の
三
方
面
よ

り
教
育
す
る
の
方
針
を
執
り
、
本
邦
女
子
の
心
身
の
能
力
と
日

進
月
歩
の
社
会
の
状
態
と
に
適
合
せ
る
一
定
の
高
等
教
育
を
授

け
、
其
品
位
と
実
力
と
を
高
め
、
能
く
社
会
の
進
歩
推
移
に
順

応
し
て
女
子
た
る
者
の
天
分
を
尽
す
に
足
る
の
素
養
を
与
へ
ん

こ
と
を
期
す）
32
（

（
句
点
は
引
用
者
）

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
と
し
て
、
婦
人
と
し
て
、
国
民
と
し
て

の
教
育
を
め
ざ
す
と
の
方
針
は
、
実
践
倫
理
と
い
う
講
義
の
中
で

│
時
に
は
学
生
達
の
意
見
を
発
表
さ
せ
て
聞
く
と
い
う
態
勢
も
組

み
込
み
な
が
ら
│
行
な
わ
れ
た
。

人
と
し
て
婦
人
と
し
て
国
民
と
し
て
の
教
育
の
基
本
に
あ
る
の

は
人
と
し
て
の
教
育
で
あ
り
、
こ
こ
に
力
点
が
お
か
れ
、
様
々
な

面
か
ら
論
じ
ら
れ
、
そ
れ
が
女
性
と
し
て
国
民
と
し
て
の
在
り
様

に
反
映
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
た
と
い
え
る
。
日
本
女
子
大
学
校

と
い
う
一
教
育
機
関
に
止
る
こ
と
な
く
、
広
く
各
家
庭
、
社
会
、

国
家
そ
し
て
国
際
的
に
影
響
を
与
え
得
る
こ
と
を
願
っ
て
論
じ
ら

れ
た
と
い
え
よ
う
。

明
治
三
四
（
一
九
〇
一
）
年
か
ら
明
治
三
八
（
一
九
〇
五
）
年

の
時
期
は
、
明
治
維
新
後
、
急
激
に
変
化
を
と
げ
た
日
本
社
会
に

お
い
て
近
代
社
会
の
体
制
は
固
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
が
、
同
時
に
次

代
が
見
え
に
く
い
時
で
あ
る
。
特
に
当
時
の
思
想
的
混
迷
は
、
第
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一
高
等
学
校
生
の
藤
村
操
の
自
死
の
波
紋
な
ど
に
表
れ）
33
（

、
新
し
い

概
念
と
し
て
の
生
命
観
や
人
格
観
を
ど
の
よ
う
に
形
成
し
て
い
く

か
の
問
が
だ
さ
れ
て
い
る）
34
（

。
こ
の
よ
う
な
時
に
当
っ
て
「
実
践
倫

理
」
は
若
い
女
性
達
に
強
い
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
。
と
同
時
に
、
創
立
当
初
に
み
ら
れ
る
実
践
倫
理
の
講
義
は
、

成
瀬
仁
蔵
の
教
育
姿
勢
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
の
女
子
高

等
教
育
の
教
育
の
基
底
と
な
り
、
日
本
女
子
大
学
に
継
承
さ
れ
て

い
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

「
感
激
の
実
践
倫
理
」
│
『
自
伝
』
よ
り

成
瀬
の
ほ
と
ば
し
る
よ
う
な
言
葉
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
浴
び
た
平

塚
ら
い
て
う
は
、
自
伝
で
「
感
激
の
実
践
倫
理
」
と
い
う
項
目
を

設
け
て
入
学
当
時
を
回
顧
し
て
い
る
。
実
践
倫
理
に
つ
い
て
は

「
若
い
わ
た
く
し
た
ち
の
魂
を
ゆ
り
動
か
し
、
突
き
あ
げ
る
よ
う

な
迫
力
に
溢
れ
た
も
の
で
し
た
」「
実
践
倫
理
は
、
精
神
的
教
養

の
指
導
学
科
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
そ
の
内
容
は
、
女
子
大
の

教
育
方
針
を
は
じ
め
、
宗
教
、
哲
学
、
倫
理
な
ど
多
岐
方
面
の
話

題
に
わ
た
り
、
い
わ
ば
、
成
瀬
先
生
ご
自
身
の
信
念
と
、
そ
の
世

界
観
を
ぶ
ち
ま
け
た
よ
う
な
講
義
で
し
た
」
と
感
想
を
述
べ
て
い

る
。「

成
瀬
先
生
の
熱
心
な
心
酔
者
と
な
っ
た
」
明
は
、
ノ
ー
ト
を

と
り
、
質
問
を
し
、
自
分
の
疑
問
を
ぶ
つ
け
る
と
い
う
積
極
的
学

生
で
あ
り
、
そ
れ
に
答
え
る
成
瀬
を
「
先
生
の
高
潔
な
人
格
と
思

想
、
そ
の
焔
の
よ
う
な
生
命
力
に
は
徹
頭
徹
尾
感
動
し
、
共
鳴
し

た
も
の
で
し
た
」
と
振
り
返
っ
て
い
る
。
成
瀬
に
と
っ
て
印
象
に

残
る
学
生
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

二
年
生
に
な
る
と
入
寮
し
、
実
践
倫
理
に
つ
い
て
の
感
想
を

テ
ー
マ
に
寮
生
同
士
で
述
べ
さ
せ
る
時
も
あ
っ
た
が
、
次
第
に
寮

生
活
に
疑
問
と
幻
滅
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
、
学
科
目

の
自
由
な
選
択
制
に
よ
り
家
政
学
部
を
超
え
て
様
々
な
講
義
を
聞

い
た
り
、
図
書
室
で
読
書
に
の
め
り
込
ん
だ
明
は
、
次
第
に
実
践

倫
理
に
も
疎
誤
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。

平
塚
明
の
二
年
次
の
答
案

お
そ
ら
く
、
夏
休
み
前
の
六
月
に
、
実
践
倫
理
の
答
案
が
出
さ

れ
た
と
思
わ
れ
る
（
資
料
1
）。
答
案
は
『
明
治
三
七
年
六
月
廿

二
日

　
家
政
学
部
二
年

　
実
践
倫
理
答
案
』
と
い
う
表
紙
よ
っ
て

纏
め
ら
れ
た
中
に
入
っ
て
い
る
。
は
じ
め
に
学
生
た
ち
全
体
の
答

案
の
内
容
を
総
括
し
た
表
題
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
は
本
務

の
定
義
、
二
は
本
務
と
品
性
と
の
関
係
で
あ
る
。

平
塚
明
の
答
案
の
題
は
「
本
務
」
と
な
っ
て
い
る
。
明
の
答
案

で
は
、
本
務
と
は
一
つ
の
法
則
で
あ
り
、
そ
れ
を
自
か
ら
が
自
か

ら
に
課
す
る
も
の
と
と
ら
え
て
い
る
。
し
か
し
自
身
の
品
格
が
進

む
に
つ
れ
て
本
務
も
変
化
し
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
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か
と
論
じ
て
い
る
。
実
践
倫
理
で
は
、
本
務
は
社
会
的
な
体
制
の

中
で
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
内
在
的
な
も
の
と
限
ら
な
い
。
だ
が
、

明
の
後
半
の
品
格
の
変
化
が
、
本
務
に
影
響
を
与
え
て
い
く
と
い

う
把
握
は
当
を
得
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
実
践
倫
理
に
お
い
て
、

内
発
的
な
自
己
探
求
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
に
率
直
に
真
剣
に
答
え

た
答
案
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
後
、
明
は
体
調
を
崩
し
、
病
を
得
て
退
寮
し
、
休
み
が
ち

に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
神
を
求
め
、
人
生
観
を
問
う
姿

勢
を
重
ね
て
い
く
間
に
、
今
北
洪
川
（
鎌
倉
円
覚
寺
の
初
代
管

長
）
の
『
禅
海
一
瀾
』
に
出
会
い
、
参
禅
の
道
に
入
る
。
二
年
生

か
ら
三
年
生
に
な
る
時
期
で
あ
る
。

三
年
次
の
答
案

三
年
次
の
実
践
倫
理
の
答
案
は
提
出
時
が
不
詳
で
あ
る
。
一
通

目
の
答
案
（
資
料
二
）
は
短
い
。
し
か
し
内
容
か
ら
、
知
識
の
み

を
追
い
求
め
た
過
去
を
脱
し
て
、「
宗
教
的
情
味
」
す
な
わ
ち
禅

に
一
筋
に
向
か
っ
て
い
る
気
持
ち
を
素
直
に
表
現
し
た
も
の
と
な

っ
て
い
る
。

二
通
目
（
資
料
三
）
は
、
団
体
（
学
園
）
や
桜
楓
会
に
関
わ
ら

な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
関
わ
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
を
率
直
に

書
い
て
、
自
己
の
問
題
解
決
が
優
先
し
た
と
述
べ
て
い
る
。『
自

伝
』
の
「
人
生
観
の
探
求
」
の
項
で
わ
か
る
。
そ
の
上
で
、
団
体

が
形
式
的
で
、
そ
こ
に
今
後
の
課
題
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
お
そ
ら
く
こ
の
こ
と
で
答
案
の
冒
頭
に
注
意
の
文
字
が
加

え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う）
35
（

。

三
通
目
（
資
料
四
）
は
卒
業
を
ひ
か
え
て
出
さ
れ
た
答
案
で
あ

る
。
問
が
三
つ
出
さ
れ
て
お
り
、
第
一
問
の
問
は
、
他
の
提
出
者

の
答
案
を
み
る
と
「
果
し
て
卒
業
し
得
べ
き
か
」
と
な
っ
て
い
る
。

明
は
、
こ
の
三
年
間
に
苦
悩
し
、「
自
悟
自
得
」
し
、
見
性
に
よ

っ
て
静
居
に
よ
っ
て
今
後
の
方
向
を
つ
か
み
得
、「
猛
進
」
す
る

と
述
べ
て
い
る
。
第
二
問
の
問
は
「
決
心
ヲ
持
続
ス
ル
方
法
」
で

あ
る
。
こ
の
問
に
対
し
て
今
後
は
「
内
観
工
夫
ニ
ヨ
リ

　
心
力
を

練
る
と
共
に
一
方
は
研
究
ナ
リ
思
考
也
（
宗
教
・
哲
学
・
文
学
）

思
想
界
ノ
客
観
的
研
究
」
を
す
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
学
生

時
代
の
三
年
間
と
は
違
っ
て
今
後
は
天
職
を
信
じ
、
多
忙
な
奮
闘

の
生
活
を
開
く
と
決
心
を
述
べ
て
い
る
。
第
三
問
に
は
答
え
て
い

な
い
。

三
年
次
の
答
案
は
、
率
直
に
こ
れ
か
ら
の
方
向
を
つ
か
み
と
っ

た
こ
と
が
語
ら
れ
て
お
り
、
禅
に
よ
っ
て
自
ら
を
開
き
つ
つ
あ
る

体
験
が
推
測
さ
れ
る
。

明
の
三
年
次
に
あ
た
る
こ
の
年
の
実
践
倫
理
で
前
半
に
お
い
て

印
象
的
な
の
は
、
家
政
学
部
と
国
文
学
部
と
の
間
の
理
解
の
疎
誤

や
衝
突
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
学
生
か
ら
の
報
告
を
も
と
に
と

り
あ
げ
ら
れ
た
の
だ
が
、
成
瀬
に
と
っ
て
、
学
園
の
一
体
感
に
課
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題
を
投
げ
か
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

三
学
部
の
長
所
と
短
所
を
指
摘
し
相
互
の
理
解
を
す
す
め
る
よ

う
提
言
さ
れ
て
い
る
。
明
は
学
内
の
対
立
を
あ
え
て
避
け
、
自
己

の
問
題
の
解
決
を
優
先
さ
せ
て
い
る
。

後
半
で
は
「
精
神
的
生
命
」
の
講
義
を
中
心
に
宗
教
論
を
世
界

的
潮
流
の
中
に
位
置
づ
け
な
が
ら
、
講
義
が
展
開
し
て
い
る
。
禅

に
魅
せ
ら
れ
た
明
に
と
っ
て
関
心
は
論
点
の
外
に
あ
り
、
印
象
に

残
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う）
36
（

。

ら
い
て
う
と
成
瀬

成
瀬
仁
蔵
の
「
実
践
倫
理
」
に
啓
発
さ
れ
る
こ
と
で
始
ま
っ
た

学
生
生
活
は
「
先
生
の
女
子
教
育
へ
の
熱
意
と
献
身
に
は
深
く
首

を
垂
れ
、
先
生
の
人
格
を
信
頼
し
、
私
も
先
生
の
魂
の
子
と
自
分

で
は
思
い
こ
ん
で
い
た
の
で
し
た
」（『
わ
た
く
し
の
歩
い
た
道
』

新
評
論
社

　
一
九
五
五
年
）
と
回
想
さ
れ
て
い
る
。
若
き
日
の
明

に
、
人
生
の
契
機
を
も
た
ら
し
、
平
塚
ら
い
て
う
と
し
て
の
そ
の

後
の
足
跡
に
、
深
い
影
響
を
与
え
た
、
成
瀬
仁
蔵
の
講
義
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。

 

（
本
学
名
誉
教
授

　
な
か
じ
ま

　
く
に
）

〈
注
〉（
1
） 

正
式
名
称
は
家
政
学
部
で
あ
る
が
、
学
内
、
学
外
に
か
ぎ
ら
ず

「
家
政
科
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
っ
た
。
同
様
に
国

文
学
部
は
国
文
科
、
英
文
学
部
は
英
文
科
で
あ
る
。

（
2
） 

大
月
書
店
　
一
九
七
一
年
。

（
3
） 

第
六
代
学
長
上
代
タ
ノ
の
時
代
に
「
木
曜
講
座
」
な
ど
、
実
践

倫
理
を
補
足
す
る
も
の
と
し
て
知
識
人
が
講
演
に
よ
ば
れ
、
変

化
の
兆
し
を
み
せ
て
い
る
。
拙
稿
「
上
代
タ
ノ
と
戦
後
の
日
本

女
子
大
学
」（
島
田
法
子
・
中
嶌
邦
・
杉
森
長
子
『
上
代
タ
ノ
』

ド
メ
ス
出
版
　
二
〇
一
〇
年
）。

（
4
） 

現
在
は
教
養
特
別
講
義
Ⅰ
と
Ⅱ
が
あ
り
、
講
義
内
容
は
『
日
本

を
み
つ
め
る
た
め
に
』
と
題
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
5
） 『
日
本
女
子
大
学
校
規
則
　
明
治
三
三
年
』（
日
本
女
子
大
学
史

資
料
集
第
五
　
日
本
女
子
大
学
成
瀬
記
念
館
　
一
九
九
八
年
）。

（
6
） 『
成
瀬
仁
蔵
著
作
集
』（
以
下
、『
著
作
集
』）
全
三
巻
　
日
本
女

子
大
学
　
二
巻
は
一
九
七
六
年
刊
。

（
7
） 『
日
本
女
子
学
校
長
成
瀬
仁
蔵
先
生
述

　
実
践
倫
理
講
話
筆
記

　

明
治
三
十
七
・
三
十
八
年
度
ノ
部
』（
日
本
女
子
大
学
成
瀬
記

念
館

　
二
〇
〇
九
年
）。
以
後
、
年
度
を
追
っ
て
発
刊
さ
れ
て

い
る
。

（
8
） 『
著
作
集
』
二
巻

　
二
七
四
〜
五
頁
。

（
9
） 

仁
科
節
編
『
成
瀬
先
生
伝
』（
桜
楓
会
出
版
部

　
一
九
二
八
年
）　

三
〇
四
頁
。

（
10
） 『
成
瀬
先
生
伝
』
三
一
二
頁
、
渡
辺
英
一
の
言
。

（
11
） 『
著
作
集
』
二
巻

　
二
六
八
頁
。

（
12
） 『
著
作
集
』
二
巻

　
六
二
二
頁
。

（
13
） 『
著
作
集
』
二
巻

　
二
六
九
頁
。

（
14
） 『
著
作
集
』
二
巻

　
三
〇
五
頁
。
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（
15
） 『
著
作
集
』
二
巻
　
三
一
七
頁
。

（
16
） 『
著
作
集
』
二
巻
　
三
一
八
頁
。

（
17
） 『
著
作
集
』
二
巻
　
三
〇
一
頁
。

（
18
） 『
著
作
集
』
二
巻
　
二
八
二
頁
。

（
19
） 『
著
作
集
』
二
巻
　
三
二
一
頁
。

（
20
） 『
著
作
集
』
二
巻
　
三
〇
四
頁
。
勿
論
、
前
進
あ
る
の
み
で
は

な
く
「
進
歩
主
義
女
子
教
育
の
一
端
」
に
み
る
様
に
政
治
経
済

を
含
め
た
視
野
を
も
つ
人
物
と
な
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
。

（
21
） 『
著
作
集
』
二
巻
　
三
〇
三
頁
。

（
22
） 『
著
作
集
』
二
巻
　
三
四
二
頁
。

（
23
） 『
著
作
集
』
二
巻

　
二
七
三
頁
。

（
24
） 

拙
稿
「
女
子
教
育
の
体
制
化
│
良
妻
賢
母
主
義
教
育
の
成
立
と

そ
の
評
価
」（『
講
座
日
本
教
育
史

　
三
』
第
一
法
規
出
版

　
一

九
八
四
年
）。

（
25
） 『
著
作
集
』
二
巻

　
二
七
二
頁
。

（
26
） 『
著
作
集
』
二
巻

　
三
一
四
頁
。

（
27
） 『
著
作
集
』
二
巻

　
三
七
四
頁
。

（
28
） 

拙
稿
「
女
性
の
平
和
運
動
へ
の
触
発
│
成
瀬
仁
蔵
の
平
和
思
想

と
活
動
」（
中
嶌
邦
・
杉
森
長
子
編
『
2
0
世
紀
に
お
け
る
女

性
の
平
和
運
動
│
婦
人
国
際
平
和
自
由
連
盟
と
日
本
の
女
性
│
』

ド
メ
ス
出
版

　
二
〇
〇
六
年
）。

（
29
） 『
著
作
集
』
二
巻

　
六
五
〇
頁
。

（
30
） 『
著
作
集
』
一
巻
に
収
載
。

（
31
） 『
著
作
集
』
一
巻
に
収
載
。

（
32
） （
5
）
参
照
。

（
33
） 

明
治
三
六
年
五
月
の
事
、
同
世
代
の
学
生
に
影
響
を
与
え
た
。

成
瀬
も
言
及
し
て
い
る
。

（
34
） 

佐
古
純
一
郎『
近
代
日
本
思
想
史
に
お
け
る
人
格
観
念
の
成
立
』

（
朝
文
社
　
一
九
九
五
年
）
参
照
。
道
徳
や
倫
理
関
係
の
雑
誌

や
講
演
も
盛
ん
で
当
期
の
不
安
な
思
潮
の
動
向
を
反
映
し
て
い

る
。

（
35
） 

家
政
学
部
の
三
年
生
は
七
七
名
が
答
案
を
出
し
て
お
り
、
そ
の

中
「
注
意
ス
ベ
キ
モ
ノ
」
が
三
名
と
あ
り
、
そ
の
中
に
平
塚
明

の
名
が
あ
る
。

（
36
） 

片
桐
芳
雄
「『
実
践
倫
理
講
話
筆
記
　
明
治
三
十
七
・
三
十
八

年
度
ノ
部
』
を
読
む
」（
成
瀬
仁
蔵
研
究
会
編
『
成
瀬
仁
蔵
研

究
会
活
動
の
記
録
（15）
』
(社)
日
本
女
子
大
学
教
育
文
化
振
興
桜
楓

会
　
二
〇
一
二
年
）
参
照
。
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﹇
付
﹈
平
塚
明
　
実
践
倫
理
答
案
　
　
翻
刻

〈
資
料
1
〉

（
表
紙
） 

 

明
治
三
十
七
年
六
月
廿
二
日

 
　
　
　
　
　
家
政
部
二
年

 
実
践
倫
理
答
案

本
務
　
　
　
家
、
二 

平
塚
　
明

吾
人
ハ
日
常
如
何
ナ
ル
境
遇
ニ
ア
リ
テ
モ
行
為
ス
ル
ニ
当
リ
テ
一

種
ノ
拘
束
ヲ
感
シ
ツ
ヽ
ア
ル
ハ
確
ナ
ル
事
実
ナ
リ
コ
ノ
拘
束
ハ
カ

ク
〳
〵
行
為
セ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
命
ス
ル
本
務
ノ
意
識
ナ
リ

然
ラ
ハ
コ
ノ
本
務
ト
ハ
如
何
ナ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
如
何
ニ
シ
テ
生
シ

誰
カ
吾
人
ニ
命
令
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
カ
ノ
問
題
ナ
リ

本
務
ト
ハ
一
ノ
法
則
ナ
リ
云
々
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
命
令
ス
ル
道

徳
法
則
ソ
ノ
モ
ノ
ナ
リ
故
ニ
我
ニ
対
ス
ル
ニ
必
然
的
拘
束
的
ナ
リ

シ
カ
ク
吾
人
ニ
対
シ
権
威
ヲ
以
テ
法
律
ヲ
出
ス
モ
ノ
ハ
誰
ソ
ヤ
外

部
ノ
モ
ノ
ヤ
ハ
タ
内
部
ヨ
リ
カ
、
命
令
者
ハ
実
ニ
我
ガ
内
ニ
ア
ル

ナ
リ

外
部
ヨ
リ
我
ニ
ナ
ス
ベ
ク
強
迫
シ
テ
余
儀
ナ
ク
服
従
セ
シ
ム
ル
ニ

非
ズ
全
ク
自
律
的
ノ
法
則
ナ
リ
、
而
シ
テ
コ
ノ
我
カ
心
ノ
内
ナ
ル

命
令
者
ハ
祖
先
ヨ
リ
ウ
ケ
タ
ル
社
会
ノ
與
論
精
神
及
現
ニ
生
活
セ

ル
社
会
ノ
與
論
及
自
己
ノ
智
力
ノ
程
度
ニ
ヨ
リ
テ
ナ
レ
ル
良
心
カ

ノ
中
ニ
ア
ル
理
想
的
ノ
我
（
人
生
終
局
目
的
）
ナ
リ
　
コ
ノ
理
想

的
我
ノ
命
ヲ
ウ
ケ
テ
是
ニ
対
シ
テ
本
務
ヲ
盡
ス
ベ
キ
人
ハ
現
在
ノ

我
其
人
ナ
リ
、
ヨ
リ
テ
今
本
務
ヲ
定
義
シ
テ

本
務
ト
ハ
吾
人
ニ
理
想
ア
リ
目
的
ア
ル
ヨ
リ
出
デ
タ
ル
モ
ノ

ニ
シ
テ
完
全
ナ
ル
自
我
ヲ
実
現
セ
ン
タ
メ
ニ
理
想
ノ
我
カ
現

在
ノ
我
ニ
向
ヒ
テ
課
ス
ル
所
ノ
法
則
ナ
リ
、
更
ニ
略
シ
テ
云

ヘ
バ

我
カ
理
想
ヨ
リ
割
リ
出
シ
テ
我
自
ラ
我
ニ
課
ス
ル
自
律
的
法

則
ナ
リ

コ
ノ
本
務
ハ
人
生
ノ
理
想
目
的
ニ
対
シ
テ
貫
流
セ
ル
モ
ノ
ナ
ル
モ

其
境
遇
ニ
由
リ
テ
種
々
ナ
ル
形
ニ
ア
ラ
ハ
レ
自
己
ニ
対
シ
或
ハ
社

会
国
家
自
然
ニ
対
シ
テ
生
存
ノ
義
務
ト
ナ
リ
又
ハ
奉
公
愛
国
ノ
本

務
ト
モ
ナ
ル
等
ナ
リ

義
務
ト
品
格
ト
ノ
関
係

本
務
ト
品
格
ト
ノ
関
係
ハ
因
ト
果
ト
ノ
如
ク
又
果
ノト

因
ト
ノ
如
シ
、

ソ
ハ
本
務
ヲ
完全

シ
テ
先
ニ
理
想
我
ナ
リ
シ
幾
部
分
カ
已
ニ
現
在
ノ

我
ト
ナ
ラ
ハ
先
ノ
本
務
ハ
今
日
ノ
我
ニ
対
シ
テ
ハ
本
務
タ
ラ
ザ
ル

ナ
リ
、
コ
レ
或
本
務
ヲ
実
有
シ
テ
ソ
レ
タ
ケ
品
格
カ
発
達
セ
シ
ナ

リ
、
是
レ
本
務
カ
原
因
ト
ナ
リ
テ
品
格
ヲ
生
シゼ

リ
タ
リ
然
ル
ニ
又
吾

人
ノ
理
想
ハ
無
限
ノ
モ
ノ
ニ
シ
テ
一
方
ヨ
リ
実
現
セ
ラ
レ
ツ
ヽ
モ
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次
々
ニ
高
尚
ナ
ル
理
想
ノ
湧
キ
出
テ
品
格
高
マ
レ
バ
ソ
ノ
イ
ダ
ケ

ル
理
想
モ
ソ
レ
タ
ゲ
進
メムル
モ
ノ
ナ
リ
従
テ
コ
ノ
ヨ
リ
高
キ
理
想

我
ハ
更
ニ
現
在
的
自
我
ニ
対
シ
テ
法
則
ヲ
課
ス
ル
ニ
至
ル
即
本
務

ヲ
生
ズ
コ
レ
品
格
ヨ
リ
本
務
ヲ
生
シ
タ
リ
ト
モ
言
ヒ
得
ル
ナ
リ

〈
資
料
2
〉

（
表
紙
） 

 

　
　
　
第
三
回
家
政
三
年

 

実
践
倫
理

　
　
　
実
践
倫
理
答
案

家
政
三
年平

塚
　
明

知
識
上
ノ
不
調
和
ニ
苦
シ
ミ
シ
ハ
ハ
ヤ
過
去
ノ
事
ト
ナ
リ
ヌ
、
サ

ハ
レ
推
理
ニ
ヨ
リ
テ
思
想
ノ
調
和
ヲ
得
タ
ル
我
ハ
コ
レ
ノ
ミ
ニ
テ

満
足
ス
ル
能
ハ
ザ
ル
事
久
シ
ク
感
情
上
ノ
衝
突
ハ
我
ヲ
ハ
裂
ニ
ス

ル
ノ
思
ア
リ
シ
モ
頃
時
神
ト
我
ト
人
ト
我
ト
ノ
和
合
感
ニ
ウ
タ

ル
ヽ
事
ア
リ
テ
種
々
ナ
ル
衝
突
ハ
霧
散
シ
去
リ
大
ニ
衷
ニ
力
ア
ル

ヲ
感
ゼ
リ
而
シ
テ
今
ヤ
以
前
ノ
如
ク
只
知
識
ヲ
追
求
ス
ル
ニ
吸
々

ト
シ
然
モ
空
理
空
論
ヲ
喜
ブ
モ
ノ
ニ
非
ズ
寧
ロ
宗
教
的
情
感
味
ヲ

求
ム
ル
モ
ノ
、
高
潔
ナ
ル
情
感
ノ
濃
厚
ニ
感
発
シ
来
ラ
ン
事
ヲ
望

ム
モ
ノ
ナ
リ
」

病
有
リ
テ
久
シ
ク
欠
席
セ
シ
ヲ
以
テ
級
又
ハ
三
部
ノ
状
態
ニ
就
テ

知
ル
事
明
ナ
ラ
ザ
レ
ハ
何
モ
記
サ
ズ
」

〈
資
料
3
〉

（
表
紙
な
し
）　

（
他
筆
に
て
）

　
　
　
注
意

家
政
三
年平

塚
　
明

我
ガ
団
体
ノ
特
色
効
果
等
ニ
ツ
キ
謂
ハ
ン
ト
ス
ル
ニ
当
リ
テ
我
ハ

実
ニ
之
ニ
ツ
キ
テ
一
言
半
句
モ
云
フ
資
格
ア
ラ
サ
ル
ヲ
深
ク
感
ス

ル
ナ
リ

ソ
ハ
過
去
三
年
間
我
カト

団
体
ト
交
渉
ス
ル
所
殆
ト
ア
ラ
ザ
リ
シ
ナ

リ
我
ハ
団
体
ノ
一
員
ニ
シ
テ
団
体
ノ
為
ニ
己
ヲ
サ
ヽ
ゲ
盡
ス
可
ギ

義
務
ア
ル
ヲ
知
ラ
ザ
リ
シ
ニ
非
ズ
社
会
ト
個
人
ト
ノ
関
係
等
ニ
ツ

キ
テ
知
ラ
ザ
ル
ニ
非
ズ

知
テ
是
ヲ
為
サ
ヾ
リ
シ
ナ
リ
否
自
カ
ラ
求
メ
テ
為
サ
ヾ
ル
ニ
団
体

ノ
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
ノ
辺
リ
ニ
我
身
ヲ
置
カ
ン
ト
努
メ
タ
ル
ナ
リ
、

何
故
ニ
カ
ク
ノ
如
ク
行
ヒ
来
リ
シ
カ
ソ
レ
ニ
ハ
理
由
ナ
キ
ニ
ア
ラ

サ
ル
ズ
、
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我
迷
悶
ノ
中
ニ
ア
リ
テ
自
己
脚
下
ノ
大
問
題
ノ
為
ニ
全
心
全
力
ヲ

奪
ハ
レ
他
ヲ
見
ル
ノ
余
有
ナ
カ
リ
シ
事
モ
確
ナ
リ
又
自
己
ノ
存
在

サ
ヘ
認
ラ
レ
ズ
又
我
標
準
タ
ル
ベ
キ
モ
ノ
ヲ
主
観
ニ
求
ム
ベ
キ
カ

ハ
タ
客
観
ニ
求
ム
ベ
キ
カ
ヲ
モ
見
出
ス
能
ハ
ザ
リ
シ
モ
ノ
ナ
レ
バ

如
何
ニ
シ
テ
団
体
ノ
為
他
ノ
為
ニ
ナ
サ
ン
ト
ス
ル
力
ノ
出
テ
来
ル

ベ
キ
源
ア
ラ
ザ
リ
シ
ナ
リ

又
我
ハ
団
体
ノ
思
想
傾
向
ト
己
レ
ト
到
底
一
致
シ
難
キ
ヲ
覚
エ
タ

リ
友
ガ
満
足
シ
ツ
ヽ
ア
ル
モ
ノ
モ
我
ハ
満
足
シ
得
ザ
ル
ナ
リ
故
ニ

我
胸
中
ノ
疑
問
ヲ
団
体
ニ
向
テ
其
解
決
ヲ
求
ム
ル
モ
不
可
能
ナ
リ

心
通
セ
ザ
ル
フ
シ
多
ク
却
テ
誤
解
ヲ
マ
ネ
キ
級
ヲ
乱
シ
人
ニ
モ
害

ヲ
及
ボ
サ
ン
ト
ノ
事
ヲ
怕
レ
タ
レ
バ
退
テ
只
自
己
ノ
力
ニ
ノ
ミ
求

メ
テ
己
レ
ヲ
救
ハ
ン
ト
セ
リ

次
ニ
我
心
ヲ
イ
タ
マ
シ
ム
ル
ハ
其
ダ
ー
ク
サ
イ
ト
我
眼
ニ
映
ス
ル

時
ナ
リ
、
尚
其
頼
ミ
難
キ
ヲ
感
シ
殆
ト
何
ノ
意
味
ナ
ル
ヤ
ワ
カ
ラ

ザ
ル
時
ア
リ
我
ハ
之
ヲ
感
シ
テ
慨
嘆
シ
ツ
ヽ
モ
飜
テ
自
己
ヲ
見
レ

バ
亦
力
ナ
キ
モ
ノ
一
点
ノ
透
過
ス
ベ
キ
自
覚
ナ
キ
ヲ
知
リ
テ
ハ
如

何
ト
モ
ナ
ス
能
ハ
ズ
苦
シ
サ
ヲ
増
ス
ノ
ミ
只
黙
々
ト
シ
テ
過
キ
来

レ
リ

斯
ク
ノ
如
ク
シ
テ
無
責
任
ニ
モ
三
年
ノ
星
霜
ヲ
保
来
リ
団
体
ト
シ

テ
ノ
活
動
ニ
殆
ト
関
セ
ザ
リ
シ
身
ニ
シ
テ
今
団
体
ニ
ツ
キ
彼
レ
是

レ
ノ
詞
ヲ
ナ
ス
ハ
我
罪
ヲ
更
ニ
加
フ
ル
ノ
心
地
ス
レ
ト
モ
只
一
言

今
日
ノ
我
団
体
ニ
ツ
キ
感
シ
ツ
ヽ
ア
ル
コ
ト
ハ
到
底
現
今
ノ
如
キ

有
様
ニ
テ
ハ
力
ア
ル
モ
ノ
ト
シ
テ
永
続
セ
ザ
ル
可
シ
ト
ノ
事
ナ
リ

形
式
ダ
ケ
ハ
必
ス
保
タ
ル
ベ
ケ
レ
モ
生
命
ア
リ
発
達
止
マ
サ
ル
団

体
ト
シ
テ
保
タ
ン
ニ
ハ
今
後
我
々
カ
大
ニ
奮
発
一
番
決
心
セ
ザ
ル

可
カ
ラ
ズ
ト
感
ズ
、

過
キ
シ
日
我
ハ
小
ナ
ル
自
得
ヲ
了
シ
テ
ヨ
リ
過
去
ノ
我
迷
路
ノ

転
々
タ
リ
シ
ヲ
追
想
シ
慙
愧
ニ
堪
ヘ
ザ
ル
ナ
リ
コ
ヽ
ニ
我
ハ
団
体

ニ
対
シ
テ
モ
実
ニ
無
責
任
ニ
且
桜
楓
会
ニ
対
シ
テ
モ
冷
淡
ニ
シ
テ

前
後
四
回
ノ
外
出
席
シ
タ
ル
事
ア
ラ
ザ
ル
ヲ
悔
ヒ
一
切
ノ
罪
我
心

内
ニ
ア
リ
シ
ヲ
自
白
シ
以
後
ス
ル
ノ
ミ
、
団
体
ニ
就
テ
ハ
多
ク
語

ル
ヲ
得
ザ
ル
ナ
リ

〈
資
料
4
〉

（
表
紙
な
し
）

家
政
三
年

　
平
塚

　
明

第
一
問
題
ニ
就
テ
ノ
答
案

　
※〈
自
分
ハ
果
シ
テ
卒
業
シ
得
ベ
キ
カ
〉

我
ハ
今
ヤ
校
門
ヲ
出
テ
ン
ト
ス
ル
ニ
当
リ
過
去
三
年
間
ノ
我
ヲ

思
ヒ
我
心
頭
ノ
迷
悶
ノ
深
カ
ク
シ
ヲ
転
々
感
セ
ザ
ル
ヲ
得
ス
、

実
ニ
三
年
間
ハ
迷
ヘ
ル
時
代
ナ
リ
キ
カ
ヽ
リ
ケ
レ
バ
我
ハ
コ
ノ

三
年
間
ニ
於
テ
生
涯
ノ
我
事
業
ニ
必
要
ナ
ル
学
力
知
識
ノ
準
備

ヲ
ナ
ス
事
少
シ
モ
出
来
サ
リ
シ
ヲ
ヨ
ク
知
レ
リ
、
又
品
性
ノ
点
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ニ
於
テ
モ
実
ニ
足
ラ
サ
ル
ヲ
ヨ
ク
自
覚
セ
リ

只
我
ハ
頃
日
我
生
涯
ノ
力
ヲ
提
ケ
テ
我
コ
ノ
三
年
間
苦
メ
ル
問

題
ノ
解
決
ニ
努
力
シ
十
日
間
ノ
寝
食
ヲ
忘
レ
テ
心
ヲ
集
注
セ
シ

結
果
ハ
少
シ
ク
自
悟
自
得
ス
ル
所
ア
リ
人
ヨ
リ
伝
授
セ
ラ
レ
シ

識
ニ
ア
ラ
ズ
自
カ
ラ
産
ミ
出
シ
タ
ル
自
覚
ヲ
得
タ
リ
見
性
ヲ
ナ

シ
得
タ
リ

カ
ク
テ
ト
ミ
ニ
我
境
界
カ
変
シ
テ
力
ヲ
感
ス
ル
ヲ
得
タ
リ
今
日

迄
ハ
我
為
ス
所
総
テ
消
極
的
ナ
リ
シ
モ
今
後
ハ
少
シ
ハ
積
極
的

ニ
自
己
の
存
在
ヲ
認
テ
信
ス
ル
所
ヲ
ナ
ス
ヲ
ウ
ヘ
シ
ト
思
ヒ
数

年
味
ハ
サ
リ
シ
快
感
ヲ
得
タ
ル
ナ
リ
、
我
ハ
コ
ノ
境
界
ニ
入
リ

我
過
去
ヲ
今
更
ノ
如
ク
思
ヒ
実
ニ
我
大
学
ニ
修
学
セ
ル
コ
ノ
三

年
ハ
只
空
華
ト
幻
妄
ニ
我
本
性
ヲ
閉
塞
セ
ラ
レ
居
タ
ル
ヲ
知
レ

リ
然
レ
ド
モ
コ
レ
ト
同
時
ニ
ココ

ノ

三

年

間

ノ

煩

悶

カ

レ
カ
又
我
生
涯
ニ
ト
リ

非我
天
職
ニ
対
ス
ル
感

常
ナ
ル
経
験
ヲ
得
サヲ

一
層
深
奥
ナ
ラ
シ
メ
タ
ル

シ
メ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
信
ス
ヲ
知
レ
リ

実
ニ
三
年
間
ノ
苦
悶
ノ
経
験
我
天
職
ヲ
信
セ
シ
メ
タ
リ

我
ハ
斯
ク
ノ
如
ク
ナ
リ
シ
ヲ
以
テ
三
年
間
ウ
ケ
タ
ル
教
育
ニ
ヨ

リ
決
シ
テ
我
生
涯
ノ
事
業
ノ
準
備
ハ
更
ニ
出
来
居
サ
ル
ナ
リ
我

ハ
今
日
ヨ
リ
新
ニ
其
準
備
ニ
着
手
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ

而
シ
テ
今
後
ノ
十
五
年
ヲ
コ
レ
ニ
ア
ツ
ル
覚
悟
ナ
リ
ニ
シ
テ
如

何
ナ
ル
準
備
ヲ
ナ
ス
ヘ
キ
カ
ノ
立
案
モ
成
レ
リ
然
ル
ニ
コ
レ
ヲ

実
行
セ
ン
ニ
ハ
詢
ニ
云
フ
ベ
カ
ラ
サ
ル
困
難
多
ク
シ
テ
実
ニ
惨

憺
タ
ル
モ
ノ
ア
ル
ハ
明
白
ナ
ル
モ
我
ハ
十
日
間
ノ
静
坐
中
大
死

以
テ
之
ヲ
決
心
シ
テ
ヨ
リ
ハ
心
配
ハ
氷
解
シ
唯
我
信
ス
ル
モ
ノ

ヲ正

宗
ノ
名
刀
ヲ
フ
リ
カ
サ
シ
テ
猛
進
ス
ル
ヨ
リ
外
ナ
シ
我
心
ハ

単
純
無
難
ナ
リ

第
二
問
題
　
　
※
〈
決
心
ヲ
持
続
ス
ル
方
法
〉

一
、
今
日
ノ
決
心
ハ
必
ス
永
続
セ
ラ
ル
ヘ
キ
ヲ
信
シ
テ
疑
ハ
ズ

コ
レ
ヲ
唯
一
ノ
生
命
ト
セ
ル
モ
ノ
│
如
何
ニ
シ
テ
コ
レ
ト
離

ル
ヽ
事
ヲ
得
ン
ヤ
、

我
ハ
小
ナ
レ
ド
モ
兎
ニ
角
何
物
ニ
モ
動
カ
サ
レ
サ
ル
確
信
ヲ
得

タ
リ

最
モ
確
ニ
最
モ
明
ニ
寸
毫
モ
疑
フ
余
地
ナ
キ
モ
ノ
ヲ
見
タ
リ
、

以
後
コ
ノ
道
ニ
ヨ
リ
テ
ツ
キ
ザ
ル
力
ヲ
得
コ
レ
ヲ
以
テ
人
生
奮

闘
シ
行
カ
ル
ベ
シ
ト
信
ス

ソ
ノ
道
ト
ハ
何
ソ
ヤ
、
我
ハ
今
日
ナ
シ
ツ
ヽ
ア
ル
内
観
工
夫
ニ

ヨ
リ
我
心
力
ヲ
練
ル
ト
共
ニ
一
方
ハ
研
究
ナ
リ
思
考
也
（
宗
教
、

哲
学
、
文
学
）
思
想
界
ノ
客
観
的
研
究
ナ
リ
、
コ
ノ
研
究
、
我

生
涯
ヲ
貫
キ
テ
ナ
サ
ン
ト
ス
ル
所
ナ
リ

コ
ハ
他
ヨ
リ
セ
シ
メ
ラ
レ
テ
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
全
ク
自
己
過
去

ノ
経
歴
上
止
ム
ニ
ヤ
マ
レ
サ
ル
要
求
ヨ
リ
必
然
ニ
出
デ
シ
モ
ノ

ニ
シ
テ
境
遇
ニ
ヨ
リ
動
カ
サ
ル
ヽ
事
ナ
ク
又
カ
ヽ
ル
コ
ト
ヲ
ナ

ス
ニ
必
要
ナ
ル
境
遇
ヲ
コ
レ
ヨ
リ
開
拓
シ
行
カ
ン
ト
ス
、

又
卒
業
後
ハ
我
修
学
費
タ
ケ
自
給
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
バ
其

必
要
上
ヨ
リ
職
業
ニ
ツ
カ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
サ
ル
事
モ
ア
リ
征
テ
実
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際
上
ノ
経
験
モ
多
少
コ
ヽ
ヨ
リ
得
ラ
ル
ヽ
ナ
ル
ベ
ク
、
我
ハ
卒

業
後
ハ
過
去
ノ
三
年
間
ノ
冥
々
蒙
々
ナ
ル
生
活
ト
ハ
コ
ト
ナ
リ

コ
ヽ
ニ
小
ケ
レ
ト
モ
自
己
ア
ル
ヲ
認
メ
我
天
職
ヲ
厚
ク
信
シ
ス

ル
ヲ
得
タ
ル
ナ
レ
バ
今
後
ハ
大
ニ
我
生
活
ニ
改
ム
ル
所
ア
ル
ヘ

ク
多
忙
タ
ル
奮
闘
ノ
生
活
ヲ
開
カ
ン
ト
ス

第
三
問
題

我
ハ
今
懺
悔
ノ
情
ニ
堪
ヘ
サ
ル
ナ
リ
、
ソ
ハ
我
ハ
団
体
ニ
ツ
キ

テ
コ
ヽ
ニ
一
言
半
句
モ
云
フ
資
格
ナ
キ
ヲ
感
ズ
レ
バ
ナ
リ

　
　
　
※
〈
他
の
答
案
よ
り
引
用
〉
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此
の
頃
、
関
西
地
方
に
旅
行
を
致
し
暫
く
皆
さ
ん
と
会
し
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
近
々
今
一
度
、
一
週
間
程
ま
た
留
守
を
あ
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
、
此
の
第
十
一
年
目
の
第
一
学
年
の

大
切
な
時
に
於
て
屢
々
留
守
に
な
り
、
殊
に
一
年
、
予
科
等
の
丁

度
今
、
学
校
の
主
義
を
能
く
わ
か
っ
て
、
将
来
の
方
針
を
定
め
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
大
切
な
る
期
に
於
て
、
受
持
の
実
践
倫
理
を
欠
く

こ
と
は
大
に
気
が
か
り
に
思
ふ
の
で
あ
る
。

過
去
十
年
間
一
度
も
、
此
の
度
の
よ
ー
に
外
に
出
た
こ
と
は
な

未
発
表
資
料
33

『
成
瀬
仁
蔵
著
作
集
』
に
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
新
資
料
を
順
次
発
表
す
る
。
今
回
は
講
話
一
編
で
あ
る
。

式
日
、
始
業
式
、
終
業
式
な
ど
行
事
の
折
の
、
ま
た
実
践
倫
理
の
成
瀬
校
長
の
講
話
を
、
丹
念
に
記
録

し
た
ノ
ー
ト
が
残
さ
れ
て
い
る
。
罫
紙
に
カ
ー
ボ
ン
を
は
さ
ん
で
浄
書
さ
れ
、
各
々
こ
よ
り
で
綴
じ
ら
れ

た
ノ
ー
ト
に
は
、
成
瀬
自
身
に
よ
る
訂
正
、
加
筆
の
跡
が
残
る
。
な
お
、

一
、
表
記
に
関
し
て
は
、
片
仮
名
書
き
の
原
文
筆
記
を
平
仮
名
表
記
と
し
、
明
ら
か
な
誤
字
、
脱
字

を
改
め
る
と
と
も
に
、
文
字
を
統
一
し
た
。

一
、
あ
て
字
に
つ
い
て
は
原
文
通
り
と
し
た
。

一
、
文
意
を
明
確
に
す
る
た
め
、
句
読
点
を
必
要
な
限
り
付
し
た
。

一
、
欄
外
に
書
か
れ
て
い
た
註
を
、
一
部
見
出
し
と
し
た
。

成
瀬
仁
蔵
講
話

　
1

大
学
部
全
体
の
御
話

　
│
明
治
四
十
四
年
五
月
三
十
一
日
│
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か
っ
た
が
、
此
の
度
、
斯
様
な
事
を
試
み
た
の
は
、
一
つ
は
外
部

の
運
動
を
よ
く
し
た
い
と
思
っ
た
の
と
、
一
つ
は
内
部
に
は
最
早

自
動
的
の
校
風
が
出
来
、
指
導
者
の
経
験
も
出
来
た
所
か
ら
、
私

が
暫
く
居
な
く
て
も
差
支
へ
な
い
と
思
ふ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
此
の
前
に
、
あ
な
た
方
で
自
動
的
に
研
究
を
な
さ
る
様

に
申
し
て
置
い
た
の
で
あ
る
が
、
私
の
希
望
に
近
い
様
な
方
法
で
、

あ
な
た
方
の
満
足
し
て
出
来
る
様
に
書
い
た
も
の
で
報
告
を
な
さ

り
、
又
此
の
前
の
水
曜
に
直
接
、
口
で
よ
く
わ
か
る
様
に
御
発
表

な
さ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
多
分
皆
さ
ん
よ
く
お
わ
か
り
に
な
っ

た
事
と
思
ふ
。

そ
こ
で
今
日
は
、
あ
な
た
方
が
お
調
べ
に
な
っ
た
総
て
の
事
に

対
し
て
、
総
ぐ
く
り
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
其
の
纏
め
た

の
が
、
丁
度
此
の
学
年
の
方
針
を
定
め
る
に
必
要
で
あ
り
、
又
そ

れ
に
答
へ
る
こ
と
は
一
年
及
び
予
科
の
問
題
と
し
て
居
る
こ
と
に

適
当
な
る
故
に
、
時
間
の
経
済
の
為
、
又
問
題
が
一
つ
に
な
っ
て

居
る
為
に
、
土
曜
日
の
代
り
に
今
日
一
緒
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
一
年
、
予
科
に
は
今
一
回
土
曜
日
に
し
た
い
と
思
ふ

た
が
、
少
し
そ
れ
は
出
来
に
く
い
よ
ー
だ
か
ら
一
緒
に
し
た
わ
け

で
あ
る
。

明
日
と
明
後
日
と
時
を
あ
け
て
、
新
ら
し
く
入
学
し
た
方
々
に

面
会
し
、
答
案
と
本
人
と
を
よ
く
知
り
、
問
題
が
あ
れ
ば
適
切
に

答
へ
て
、
銘
々
の
事
情
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

今
日
は
三
年
、
二
年
に
結
論
を
致
す
の
で
あ
る
が
、
成
る
可
く

一
年
の
問
題
に
も
答
へ
る
よ
ー
に
致
し
ま
す
か
ら
、
時
に
は
一
年

に
む
づ
か
し
く
、
二
年
、
三
年
に
は
少
し
不
必
要
な
こ
と
も
あ

ろ
ー
が
、
双
方
と
も
注
意
な
さ
っ
て
御
聞
き
に
な
り
、
猶
わ
か
ら

ぬ
所
は
組
で
互
に
補
ふ
様
に
致
せ
ば
、
銘
々
の
目
的
が
達
せ
ら
る

る
と
思
ふ
か
ら
、
其
の
こ
と
に
つ
き
今
の
時
間
を
使
ひ
た
い
の
で

あ
る
。国

力
増
進
の
第
一
原
動
力
は
智
力
で
あ
る

之
れ
は
、
此
の
頃
、
内
務
省
か
ら
出
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、

世
界
の
主
な
る
国
々
の
国
力
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
国

力
を
増
進
す
る
所
の
第
一
の
原
動
力
は
、
智
力
で
あ
る
。
私
が
此

の
一
月
に
出
し
た
も
の
に
よ
れ
ば
、
発
明
、
発
見
と
云
ふ
様
な
力

に
於
て
、
我
が
国
は
米
国
の
1

―100
で
あ
る
。
確
信
と
か
信
用
と

か
云
ふ
内
部
の
力
は
ど
ー
か
と
云
ふ
と
、
や
は
りA

nglo- Saxon

が
第
一
位
を
占
め
て
居
る
。
故
に
、
我
が
国
が
一
等
国
に
な
っ
た

と
か
何
と
か
言
っ
て
も
、
名
だ
け
で
は
仕
方
が
な
い
。
や
は
り
実

際
の
力
を
養
は
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
こ
と
は
、
誰
れ
が
考
へ
て
も

わ
か
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
ー
。

過
日
来
、
あ
な
た
方
が
自
動
的
に
お
調
べ
に
な
る
様
に
申
し
た

の
は
、
何
の
為
で
あ
り
ま
し
ょ
ー
か
。
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教
育
問
題
の
内
面
はG

enius

の
発
揚
で
あ
る

教
育
問
題
を
定
め
る
に
、
二
方
面
あ
る
。
其
の
内
面
はG

enius

の
発
揚
で
あ
る
。
先
づ
教
育
に
つ
い
て
、
ど
ー
し
て
も
わ
か
ら
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
は
、
個
人
の
中
に
あ
るG

enius

の
発
揚
で

あ
る
。

G
enius

は
造
ら
る
る
も
の
に
あ
ら
ず
生
れ
た
る
も
の
で
、
一

朝
一
夕
に
成
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
数
万
年
間
に
蓄
積
せ
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。
故
に
、
教
育
の
一
方
面
は
個
人
に
あ
る
。
今
後
、

己
が
目
的
を
定
む
る
に
最
も
必
要
な
も
の
は
、
自
分
の
中
に
あ
る

力
を
見
出
す
事
で
あ
る
。

外
面
は
四
囲
の
境
遇
で
あ
る

教
育
の
外
面
は
四
囲
の
境
遇
で
あ
る
。

今
後
の
教
育
は
、
文
部
省
が
定
め
る
制
度
、
学
校
だ
け
で
出
来

る
も
の
で
な
い
。
其
の
境
遇
と
云
ふ
も
の
は
誠
に
広
く
、
学
校
の

み
な
ら
ず
宗
教
、
政
治
、
商
業
、
工
業
等
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
活
動
、

思
想
、
感
情
、
制
度
は
、
悉
く
此
の
今
後
の
教
育
に
関
係
あ
る
も

の
で
あ
る
。
故
に
、
今
後
の
境
遇
を
解
し
な
け
れ
ば
教
育
を
す
る

こ
と
が
出
来
な
い
。
然
る
に
今
後
、
男
女
に
拘
ら
ず
、
人
生
に
必

要
な
る
我
々
の
思
想
、
感
情
、
知
識
、
経
済
界
、
工
業
、
職
業
、

家
庭
が
如
何
な
る
変
化
を
受
く
る
か
と
云
ふ
に
、
益
々
世
界
的
の

関
係
に
な
る
の
で
あ
る
。
婦
人
の
職
業
、
位
置
、
本
務
が
皆
世
界

的
関
係
と
な
り
、
其
の
関
係
か
ら
皆
、
今
後
の
各
自
の
生
活
に
影

響
を
被
る
の
で
あ
る
。
故
に
境
遇
の
如
何
が
、
今
後
の
教
育
の
変

化
、
又
そ
れ
に
伴
ふ
覚
悟
を
定
む
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
か
る
。
今

後
二
十
年
の
万
国
の
均
衡
、
実
力
の
発
展
を
比
較
し
た
の
は
、
将

来
の
教
育
の
境
遇
を
定
め
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
天
賦

性
を
も
と
と
し
、
同
時
に
教
育
は
広
い
四
囲
の
境
遇
か
ら
出
来
る

も
の
で
、
学
校
ば
か
り
で
な
い
。
従
っ
て
婦
人
と
雖
も
、
国
、
世

間
、
社
会
の
関
係
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
国
民
を
教
育
す
る

境
遇
は
、
益
々
拡
大
し
て
来
る
の
で
あ
る
。

過
日
来
、
皆
さ
ん
に
問
題
を
出
し
た
の
は
、
其
の
教
育
の
最
も

重
な
る
要
素
と
な
る
所
に
着
眼
し
、
根
本
を
養
ふ
と
云
ふ
所
に
力

を
注
が
ん
と
す
る
こ
と
を
気
づ
か
せ
る
為
で
あ
る
。

次
に
、
今
後
の
教
育
は
如
何
に
な
る
べ
き
か
と
云
ふ
こ
と
を
研

究
す
る
為
で
あ
る
。

現
今
の
教
育
は
過
去
を
重
視
す
る
傾
き
が
あ
る

只
今
、
我
が
教
育
界
を
支
配
せ
る
力
は
、
我
が
国
の
教
育
の
過

去
で
、
過
去
の
教
育
を
重
視
す
る
傾
き
を
存
す
る
の
で
あ
る
。
余

り
現
在
の
制
度
、
習
慣
、
風
俗
、
現
在
の
学
説
、
教
授
法
に
と
ら
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は
れ
て
居
る
、
行
き
悩
ん
で
居
る
の
で
あ
る
。
第
二
の
発
展
を
せ

ん
と
な
ら
ば
我
が
国
の
婦
人
を
覚
醒
せ
し
め
、
我
々
将
来
の
教
育
、

明
日
の
教
育
が
、
今
後
の
教
育
が
如
何
に
な
る
可
き
か
を
知
ら
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

人
間
は
、
将
来
を
見
る
先
見
の
明
が
な
け
れ
ば
進
む
こ
と
は
な

い
の
で
あ
る
。
又
、
人
間
の
最
も
高
尚
な
る
命
で
あ
る
目
的
を
追

求
し
、
理
想
を
熱
望
す
る
熱
心
、
又
は
精
神G

enius

と
云
ふ
勢

力
の
集
注
、
又
は
幾
万
年
養
ひ
来
っ
た
精
力
を
発
揮
し
て
、
新
ら

し
い
人
格
を
発
現
せ
ん
と
す
る
雄
大
な
る
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が

出
来
な
い
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
今
日
の
教
育
は
現
実
に
囚
は
れ
、

将
来
に
思
ひ
至
る
と
云
ふ
こ
と
が
欠
け
て
居
る
。
こ
ゝ
を
真
に
心

づ
く
様
に
さ
せ
る
の
が
、
一
つ
の
目
的
で
あ
る
。

明
日
の
教
育
は
凡
て
過
去
の
制
度
か
ら
解
放
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ

紐
育
のW

orld W
ork

と
云
ふ
雑
誌
に
お
き
ま
し
て
、
此
の
間
、

広
く
世
界
の
教
育
者
に
徴
し
て
、
明
日
の
教
育
を
尋
ね
た
の
で
あ

る
。
即
ち
、
将
来
の
教
育
は
如
何
に
な
る
可
き
か
と
云
ふ
こ
と
を

尋
ね
た
の
で
あ
る
。
有
力
な
る
教
育
家
、
学
者
、
母
等
、
凡
そ
三

百
人
答
へ
た
が
、
異
口
同
音
に
或
る
一
点
に
議
決
し
た
の
で
あ
る
。

其
の
大
意
は
次
の
よ
ー
で
あ
る
。

今
後
の
教
育
は
現
在
の
教
授
法
、
教
育
学
の
学
説
、
そ
ー

云
ふ
も
の
に
つ
い
て
の
教
義
の
束
縛
か
ら
大
部
分
解
放
せ

ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

つ
ま
り
今
日
の
試
験
制
度
な
ど
か
ら
解
放
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

英
米
の
教
育
家
の
中
に
す
ら
、
猶
此
の
教
授
法
や
試
験
制
度
等
に

由
っ
て
、
如
何
に
束
縛
せ
ら
れ
て
居
る
か
が
わ
か
る
。
殊
に
我
が

国
の
授
業
時
間
の
多
い
こ
と
は
、
英
米
の
人
が
見
て
驚
く
の
で
あ

る
。
其
の
証
拠
に
は
、
一
番
あ
ら
は
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
所
の
発
明
や

発
見
が
少
し
も
出
来
ぬ
。
之
れ
に
由
っ
て
も
わ
か
る
の
で
あ
る
。

之
に
由
っ
て
、
如
何
に
展
び
よ
ー
と
す
る
所
の
力
を
妨
げ
ら
れ
て

居
る
か
も
知
れ
ぬ
。
故
に
明
日
の
教
育
は
、
此
の
束
縛
か
ら
解
放

す
る
と
云
ふ
こ
と
に
あ
る
の
で
す
。
此
の
学
校
に
対
し
て
も
い
ろ

い
ろ
批
難
が
あ
り
ま
し
た
が
、
此
の
頃
、
卒
業
生
に
対
し
て
の
評

判
が
よ
く
な
っ
た
。
併
し
未
だ
中
々
、
我
が
国
に
於
て
は
批
難
の

声
が
多
い
の
で
あ
る
。
之
れ
は
何
故
か
と
云
ふ
と
、
学
校
の
試
験

を
受
け
た
と
か
、
卒
業
証
書
を
授
け
ら
れ
た
と
か
云
ふ
こ
と
を
以

て
、
教
育
を
受
け
た
と
思
ふ
か
ら
で
あ
る
。
之
れ
は
未
だ
ほ
ん
と

の
教
育
を
受
け
て
居
な
い
の
み
な
ら
ず
、
束
縛
せ
ら
れ
て
居
る
の

で
あ
り
ま
す
。
然
ら
ば
、
ほ
ん
と
の
教
育
は
ど
ー
し
て
受
け
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
か
と
云
ふ
、
其
の
ほ
ん
と
の
意
味
を
あ
な
た
方
に

わ
か
る
様
に
し
よ
ー
と
云
ふ
こ
と
が
、
又
一
つ
の
考
へ
で
あ
り
ま

し
た
。
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夫
れ
で
先
づ
過
日
来
、
我
々
が
研
究
し
て
到
達
し
よ
ー
と
思
う

た
要
点
は
、
第
一
、
教
育
と
云
ふ
も
の
は
、
銘
々
の
中
に
与
へ
ら

れ
て
あ
る
天
賦
性
を
発
揚
す
る
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。

第
二
は
、
其
の
天
賦
性
が
ほ
ん
と
ー
に
発
現
す
る
と
云
ふ
こ
と

は
、
四
囲
の
境
遇
に
よ
ら
ん
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
四
囲
の
境
遇
に
順

応
し
、
境
遇
を
動
か
す
と
云
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
其
の

教
育
は
、
現
在
と
将
来
と
に
重
き
を
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

第
三
に
は
、
今
後
の
教
育
は
ど
ー
な
る
べ
き
で
あ
る
か
と
云
ふ

こ
と
を
定
め
る
為
で
あ
る
。
即
ち
教
育
の
目
的
、
教
育
の
主
義
、

方
針
を
明
ら
か
に
す
る
為
で
あ
る
。

第
四
に
は
、
今
後
の
教
育
は
女
子
教
育
と
児
童
の
教
育
と
云
ふ

こ
と
に
、
今
日
迄
よ
り
も
以
上
に
重
き
を
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云

ふ
こ
と
で
あ
る
。

第
五
に
は
、
其
の
目
的
を
達
す
る
に
は
女
子
の
高
等
教
育
、
即

ち
大
学
教
育
を
出
来
る
だ
け
拡
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
こ

と
を
き
め
る
為
で
あ
る
。

此
の
意
義
を
明
ら
か
に
致
し
ま
せ
ん
と
、
今
後
の
教
育
の
方
針

が
き
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。
今
後
の
教
育
の
方
針
が
き
ま
り
か
ね

る
と
、
あ
な
た
方
銘
々
の
天
職
を
自
覚
し
て
、
其
の
目
的
を
達
す

る
こ
と
が
六
か
し
い
の
で
あ
る
。
夫
れ
で
、
過
日
来
の
材
料
を
使

っ
て
お
考
へ
に
な
れ
ば
、
そ
ー
疑
問
は
起
ら
な
い
で
あ
ろ
ー
と
思

ふ
け
れ
ど
も
、
も
ー
一
つ
残
っ
て
居
る
の
は
、
如
何
な
る
範
囲
に

於
て
受
く
可
き
も
の
か
と
云
ふ
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
で
あ
ろ
ー
。

併
し
今
後
の
教
育
と
云
ふ
こ
と
が
わ
か
っ
た
な
ら
ば
、
今
後
の
女

子
教
育
は
如
何
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
か
、
女
子
高
等
教
育
が
如
何

に
必
要
な
も
の
で
あ
る
か
と
云
ふ
こ
と
が
わ
か
っ
て
来
る
の
で
あ

り
ま
す
。

女
子
高
等
教
育
の
必
要

夫
れ
で
私
は
、
女
子
の
大
学
教
育
と
は
ど
ー
云
ふ
こ
と
を
意
味

す
る
の
で
あ
る
か
と
云
ふ
こ
と
の
要
点
を
、
初
め
に
申
し
て
お
く

こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
ふ
。
女
子
高
等
教
育
の
必
要
と
云
ふ
こ

と
は
、
学
科
目
の
多
少
、
又
は
学
問
の
程
度
、
或
は
専
門
の
種
類

と
云
ふ
よ
ー
な
こ
と
、
之
れ
を
具
体
的
に
言
へ
ば
、
今
我
が
国
の

帝
国
大
学
に
教
授
し
て
居
り
ま
す
学
問
の
組
織
、
其
の
学
科
目
の

程
度
と
云
ふ
一
つ
の
標
準
を
立
て
ゝ
、
其
の
標
準
に
丁
度
相
当
す

る
様
に
し
て
行
く
、
又
帝
国
大
学
に
行
ふ
て
居
る
試
験
を
通
過
し

て
学
位
を
受
け
る
、
其
の
目
的
に
叶
ふ
様
な
学
問
を
す
る
こ
と
が

女
子
を
高
め
る
こ
と
、
女
子
の
高
等
教
育
で
あ
る
と
云
ふ
風
に
言

ふ
人
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
ー
で
は
な
い
。
高
等
教
育
と
云
ふ
こ

と
が
決
し
て
、
其
の
試
験
を
通
過
す
る
と
か
学
位
を
得
る
と
か
云

ふ
こ
と
で
は
な
い
。
学
位
を
貰
っ
て
居
る
人
の
中
に
、
未
だ
ほ
ん

と
の
教
育
を
受
け
て
居
な
い
無
学
な
者
が
沢
山
あ
る
。
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女
子
を
教
育
す
る
に
は
制
限
を
打
破
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

然
ら
ば
、
ほ
ん
と
ー
の
高
等
教
育
と
は
ど
ー
云
ふ
こ
と
で
あ
る

か
と
云
ふ
と
、
第
一
に
、
我
々
は
女
子
の
発
展
に
制
限
を
加
へ
な

い
と
云
ふ
こ
と
。
譬
へ
ば
、
今
日
女
子
の
問
題
と
し
て
、
女
子
は

高
等
女
学
校
で
充
分
で
あ
る
、
或
は
女
子
の
教
育
は
十
八
歳
で
出

来
上
る
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
制
限
を
打
破
し
た
い
の
で
あ
る
。
何

と
な
ら
ば
、
女
子
も
人
間
で
あ
る
故
に
、
永
久
展
び
る
と
云
ふ
こ

と
は
命
で
あ
る
。
其
の
命
に
制
限
を
加
へ
、
命
の
発
展
を
止
め
た

な
ら
ば
展
び
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
、
年
限
を
以
て
女
子
の
発
達

を
限
る
の
は
間
違
ひ
で
あ
る
。
夫
れ
を
私
共
は
破
っ
て
行
か
う
と

云
ふ
の
で
あ
る
。

之
れ
が
即
ちH

igher education

で
あ
る
。
又
境
遇
に
よ
っ
て

限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
高
等
教
育
と
云
ふ
も
の
は
、
与
へ

ら
れ
て
あ
る
天
賦
性
、
即
ち
銘
々
の
中
に
あ
る
真
価
値
を
発
現
す

る
の
で
あ
る
。
之
れ
を
具
体
的
に
言
へ
ば
、
も
少
し
女
子
の
健
康

を
増
進
し
、
女
子
の
人
格
を
拡
大
し
、
女
子
の
生
活
を
幸
福
に
し
、

女
子
の
中
に
あ
る
精
神
的
要
求
を
満
足
さ
せ
よ
ー
、
つ
ま
り
、
も

少
し
女
子
の
自
覚
を
明
ら
か
に
し
、
其
の
意
識
を
増
進
せ
し
め
様

と
云
ふ
の
が
、
女
子
の
高
等
教
育
で
あ
り
ま
す
。
夫
れ
で
昔
か
ら
、

此
の
教
育
の
意
義
と
か
目
的
と
か
云
ふ
こ
と
を
多
く
の
学
者
、
教

育
家
が
論
定
し
よ
ー
と
試
み
ま
し
た
が
、
併
し
夫
れ
は
何
時
ま
で

も
成
長
、
発
達
す
る
も
の
で
、
未
だ
一
定
の
形
に
は
き
ま
ら
な
い

の
で
あ
る
。
併
し
其
の
要
素
に
は
、
不
変
の
真
理
が
あ
る
。
そ
こ

で
、
女
子
の
中
に
あ
る
不
変
の
真
価
を
実
現
す
る
と
云
ふ
こ
と
を

具
体
的
に
要
素
を
わ
け
て
申
す
な
ら
ば
、
其
の
目
的
が
お
わ
か
り

な
る
か
と
思
ふ
。

女
子
高
等
教
育
の
目
的

1
　
健
康
の
増
進

極
簡
短
な
も
の
、
土
台
に
な
る
も
の
か
ら
申
せ
ば
、
高
等
教
育

の
目
的
は
、

第
一
、
銘
々
の
健
康
を
増
進
し
、
其
の
健
康
を
永
久
に
保
存
し

て
止
ま
な
い
と
云
ふ
所
に
あ
る
の
で
す
。
此
の
健
康
と
云
ふ
の
が
、

我
々
の
身
体
の
真
価
値
で
あ
る
。
ど
ー
し
て
も
身
体
を
持
っ
て
居

る
以
上
は
、
健
康
が
な
け
れ
ば
実
は
価
値
が
な
い
の
で
あ
る
。
併

し
健
康
は
身
体
の
価
値
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
我
々
の
内
に
あ
る

自
我
の
価
値
で
あ
る
。
此
の
健
康
は
や
は
り
我
々
の
価
値
で
あ
っ

て
、
始
終
増
進
し
、
始
終
発
達
す
る
こ
と
が
出
来
ね
ば
な
ら
ぬ
。

夫
れ
を
保
つ
に
は
高
等
教
育
を
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
感
情
に

於
て
、
思
想
に
於
て
、
始
終
発
達
す
る
所
が
あ
っ
て
始
め
て
健
康

は
増
進
す
る
の
で
あ
る
。
又
、
人
間
は
若
返
る
こ
と
が
出
来
、
長

命
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
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2
　
健
康
に
伴
ふ
美

そ
ー
し
て
、
健
康
に
伴
ふ
所
の
も
ー
一
つ
の
価
値
は
美
で
あ
っ

て
、
其
の
美
を
発
揮
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
が
、
又
一
つ
の
教
育

の
目
的
で
あ
る
。
真
の
美
を
益
々
発
揮
し
、
其
の
美
が
永
久
に
保

た
れ
る
様
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

昔
のG

reek

の
教
育
の
目
的
は
、
美
で
あ
っ
た
。
道
徳
の
目

的
も
、
美
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
体
育
を
奨
励
し
て
、
全
体
を
最

も
よ
く
発
育
せ
し
む
る
と
云
ふ
こ
と
がG

reek

の
教
育
の
目
的

で
あ
っ
た
。
故
にG

reek

の
美
は
、
主
と
し
て
人
間
の
健
康
か

ら
発
す
る
処
の
も
の
で
あ
っ
た
。
只
の
装
飾
で
は
な
か
っ
た
。
故

に
手
に
も
足
に
も
、
身
体
の
全
部
に
渡
っ
て
居
っ
た
の
で
、
真
の

健
康
か
ら
現
れ
る
処
の
美
を
一
番
に
尊
ん
だ
も
の
で
あ
り
ま
す
。

夫
れ
で
、
其
の
理
想
を
或
は
彫
刻
に
、
又
其
の
他
の
美
術
に
描
い

て
、G

reek

人
は
朝
に
夕
に
夫
れ
を
思
ひ
、
夫
れ
を
慕
う
て
養
生

し
た
の
で
あ
る
。
之
れ
がG

reek

の
文
明
の
本
を
な
し
た
の
で

あ
り
ま
す
。
故
に
私
共
は
今
日
も
や
は
り
、
此
の
健
康
か
ら
現
れ

る
処
の
美
と
云
ふ
も
の
が
、
婦
人
の
価
値
で
あ
る
と
思
ふ
。

然
る
に
、
今
日
の
傾
き
は
ど
ー
か
と
云
ふ
と
、
や
は
り
装
飾
に

偏
す
る
、
外
か
ら
も
の
を
く
っ
つ
け
て
綺
麗
に
見
せ
よ
ー
と
す
る
。

夫
れ
で
婦
人
の
誇
っ
て
居
る
美
、
又
人
か
ら
尊
敬
せ
ら
る
る
美
は
、

虚
で
あ
る
。
う
そ
で
あ
る
。
直
に
は
げ
て
了
う
の
で
あ
り
ま
す
。

夫
れ
で
、
あ
な
た
方
は
其
の
虚
を
の
け
て
了
っ
て
、
真
の
健
康
を

増
進
し
、
年
を
と
ら
な
い
様
に
し
、
其
所
か
ら
出
る
所
の
真
価
を

発
揮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
此
の
美
と
云
ふ
こ
と
は
健
康
か
ら
も
来
ま
す
が
、
一
つ

は
精
神
状
態
か
ら
も
来
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
い
つ
も
立
派
な
精

神
状
態
を
保
つ
に
は
、
教
育
と
云
ふ
も
の
が
年
限
を
限
ら
れ
て
は

な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。

3
　
自
覚

次
に
は
、
意
識
の
範
囲
を
拡
大
し
、
意
識
の
力
を
益
々
強
く
且

つ
深
く
し
、
意
識
の
関
係
を
益
々
複
雑
に
進
め
て
行
く
と
云
ふ
こ

と
で
す
。
之
れ
を
、
あ
な
た
方
が
普
通
に
使
っ
て
居
ら
る
ゝ
詞
で

言
へ
ば
、
自
覚
を
得
る
と
云
ふ
こ
と
も
言
へ
る
。
つ
ま
り
私
共
の

生
活
は
無
意
識
か
ら
始
ま
っ
て
、Sub- consciousness

潜
在
意
識
、

或
は
本
能
と
か
衝
動
と
か
言
っ
て
、
我
々
に
与
へ
ら
れ
て
あ
る
力

の
芽
が
深
く
潜
ん
で
居
る
。

自
覚
の
要
素

1
　
弁
別
力

之
れ
が
意
識
世
界
に
発
現
し
て
来
る
こ
と
、
即
ち
意
識
が
醒
め
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て
来
て
、
意
識
の
力
が
増
進
し
、
其
の
範
囲
が
拡
大
せ
ら
れ
て
来

る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
意
識
の
増
進
す
る
と
は
、
弁
別
力
の
発
達

す
る
こ
と
で
あ
る
。
其
の
最
初
の
も
の
は
自
我
意
識
で
、
自
分
と

人
と
の
区
別
が
わ
か
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
其
の
弁
別
力
の
一
番

高
潮
に
達
し
た
も
の
が
、
価
値
の
鑑
定
力
で
あ
る
。
善
悪
、
正
邪

の
区
別
、
醜
美
の
区
別
と
云
ふ
様
な
も
の
で
、
善
悪
を
区
別
す
る

力
を
良
心
と
言
ひ
、
之
れ
の
わ
か
ら
ぬ
も
の
を
愚
鈍
と
言
ふ
の
で

あ
る
。
正
邪
の
判
断
も
出
来
ず
、
行
ひ
の
標
準
も
わ
か
ら
ぬ
様
な

人
は
、
意
識
の
最
も
弱
い
も
の
で
あ
る
。

自
分
の
価
値
を
知
る
者
は
修
養
の
道
を
知
る

私
共
に
は
非
常
な
力
を
持
っ
て
居
る
も
の
で
あ
る
、
自
分
に
は

価
値
が
あ
り
、
自
分
の
活
動
力
、
天
賦
性
が
あ
る
と
云
ふ
こ
と
を

見
出
す
こ
と
が
出
来
る
と
、
其
の
人
は
誠
に
満
足
す
る
こ
と
が
出

来
る
。
け
れ
ど
も
其
の
弁
別
の
出
来
な
い
人
は
、
少
し
も
自
分
の

価
値
を
知
ら
ぬ
人
が
あ
る
。
自
分
の
欠
点
を
知
る
者
は
、
必
ず
其

の
修
養
の
道
を
知
る
人
で
あ
る
。
自
分
の
価
値
を
知
る
人
は
、
必

ず
人
の
価
値
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
自
分
の
価
値
を
知
り
、
人
の

価
値
を
見
出
す
程
、
満
足
な
こ
と
は
な
い
。
是
れ
に
よ
っ
て
益
々

熱
心
に
な
る
こ
と
が
出
来
る
。
此
の
力
を
生
涯
か
ゝ
っ
て
、
益
々

発
達
す
る
こ
と
の
出
来
る
様
に
養
っ
て
行
く
。
之
れ
が
即
ち
高
等

教
育
で
あ
り
ま
す
。

2
　
活
動

次
は
活
動
、
即
ち
働
き
で
あ
る
。
此
の
弁
識
力
が
出
来
る
、
即

ち
智
力
が
出
来
て
自
分
を
知
り
、
人
を
知
り
、
価
値
を
知
る
。

そ
ー
し
て
其
の
価
値
を
現
さ
う
と
し
、
自
分
を
実
現
し
よ
ー
と
す

る
。
此
に
於
て
活
動
が
起
る
。
そ
ー
し
て
益
々
正
確
な
る
、
丁
度

目
的
に
叶
ふ
様
に
出
来
る
様
に
、
之
れ
が
、
活
動
の
出
来
る
こ
と

が
価
値
を
知
る
の
で
あ
る
。
複
雑
に
な
っ
て
行
く
活
動
が
互
に
共

働
し
て
行
き
、
活
動
を
盛
ん
な
ら
し
め
複
雑
に
し
て
行
く
の
で
あ

る
。
そ
れ
が
意
識
の
増
進
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。

3
　
目
的
の
構
成

次
に
は
、
目
的
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。
理
想
を
意
識
す
る
の

で
あ
る
。
即
ち
、
将
来
に
希
望
を
属
し
、
目
的
を
追
求
す
る
処
の

意
識
が
進
ん
で
行
く
の
で
あ
り
ま
す
。
之
れ
が
、
意
識
の
第
三
種

に
数
へ
る
の
で
あ
る
。
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4
　
改
善
、
進
歩

次
は
改
善
、
進
歩
。
つ
ま
り
、
英
語
でM

odify

と
言
ふ
処
の

力
で
あ
る
。
人
間
は
現
状
に
満
足
を
し
な
い
。
現
実
に
安
ん
じ
な

い
。
必
ず
、
是
れ
迄
あ
る
処
の
習
慣
を
改
め
よ
ー
と
云
ふ
心
が
あ

る
。
今
の
境
遇
を
、
も
少
し
理
想
的
に
か
へ
よ
ー
と
す
る
考
へ
が

あ
る
。
即
ち
、
一
日
も
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
て
は
満
足
し
な
い

の
で
あ
る
。
銘
々
に
あ
る
処
の
習
慣
、
遺
伝
、
風
俗
、
是
れ
等
の

も
の
を
改
め
て
行
く
。
改
め
る
為
に
、
努
力
、
抵
抗
す
る
所
の
力

が
い
る
。
其
の
為
に
益
々
、
我
々
の
意
識
を
明
ら
か
に
す
る
。
一

旦
意
識
に
上
っ
た
所
の
力
は
一
時
消
え
る
様
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、

潜
在
意
識
の
中
に
永
久
に
残
っ
て
、
や
は
り
意
識
の
要
素
を
な
す

の
で
あ
り
ま
す
。
此
の
働
き
を
総
称
し
て
、
或
は
自
覚
な
ど
言
ふ
。

婦
人
は
自
覚
し
て
初
め
て
尊
い
も
の
で
あ
る

婦
人
が
自
覚
し
た
な
ら
ば
、
初
め
て
婦
人
も
尊
い
も
の
で
あ
る
。

婦
人
も
大
切
な
る
天
職
を
帯
び
た
も
の
で
あ
る
。
永
久
す
た
ら
な

い
処
の
尊
い
も
の
を
持
っ
て
居
る
も
の
で
あ
る
。
今
の
現
実
の
困

難
、
現
実
の
醜
は
悉
く
除
き
得
ら
る
ゝ
も
の
、
現
実
の
困
難
に
は

悉
く
勝
っ
て
行
く
こ
と
が
出
来
、
充
分
満
足
の
出
来
る
も
の
、
幸

福
な
経
験
の
得
ら
る
ゝ
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
を
見
出
だ
し
、

此
に
始
め
て
自
重
心
が
出
来
、
一
種
言
ふ
可
か
ら
ざ
る
、
何
物
も

奪
う
こ
と
の
出
来
な
い
、
何
物
も
隠
す
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
が

起
っ
て
来
る
。
あ
ゝ
嬉
し
い
、
満
足
な
、
と
云
ふ
も
の
が
内
に
生

じ
て
来
る
。
そ
こ
で
社
会
を
感
化
し
た
り
、
賢
母
良
妻
と
な
る
こ

と
が
出
来
る
。
其
の
意
識
を
自
分
の
中
に
生
じ
て
来
る
こ
と
が
高

等
の
教
育
で
、
之
れ
が
出
来
て
初
め
て
満
足
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

そ
こ
で
始
め
て
婦
人
を
救
ひ
、
婦
人
を
高
め
る
こ
と
が
出
来
る
。

夫
れ
を
高
等
教
育
と
言
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
ど
ー
か
、
あ
な
た
方

は
、
ほ
ん
と
ー
の
女
子
の
教
育
と
云
ふ
も
の
を
お
悟
り
に
な
っ
て
、

ほ
ん
と
の
教
育
を
お
受
け
に
な
る
こ
と
を
希
望
致
し
ま
す
。
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﹇
表
紙
﹈大

正
拾
弐
年
九
月
一
日

震
災
善
後
録

　
　
　
　
　
　
記
録
係

震
災
別
記
（
大
正
十
二
年
九
月
一
日

 

日
本
女
子
大
学
校
震
災
善
後
録
の
前
に

玄
関
の
訪
問
受
を
設
け
る
ま
で

九
月
一
日
（
土
曜
日
）

未
発
表
資
料
34

成
瀬
記
念
館
の
収
蔵
資
料
の
中
か
ら
未
発
表
の
も
の
を
順
次
紹
介
す
る
。

今
回
は
「
大
正
拾
弐
年
九
月
一
日

　
震
災
善
後
録

　
記
録
係
」
一
冊
で
あ
る
。

縦
二
三
・
八
㎝
×
横
一
六
・
七
㎝
、
和
綴
じ
、「
日
本
女
子
大
学
校
」
罫
紙

使
用
、
袋
と
じ
全
三
四
頁
、
厚
紙
の
表
紙
が
付
く
。
記
述
は
一
九
二
三
（
大

正
一
二
）
年
九
月
一
日
か
ら
二
〇
日
ま
で
。
同
様
の
体
裁
で
「
大
正
十
二

年
九
月
一
日

　
震
災
以
後
ノ
記
録

　
編
輯
部
」
一
冊
が
残
さ
れ
て
い
る
。

大
正
拾
弐
年
九
月
一
日
　
震
災
善
後
録
　
記
録
係
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震
災
当
時
在
校
者

学
校
事
務
所
　
池
上
・
中
村
両
氏
　
給
仕
　
小
使

桜
楓
館
事
務
所
　
山
田
・
高
林
両
氏
　
給
仕
一
名

│
│
│
編
輯
室
　
渡
辺
氏
　
給
仕
一
名

園
芸
部
・
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
ハ
ウ
ス
・
成
瀬
邸
ノ
玉
木
氏
等

凡
テ
ニ
テ
廿
名
ヲ
出
デ
ズ

当
日
来
校
者
　 

渡
辺
教
授
（
三
越
ニ
テ
開
催
ノ
柳
氏
展
覧

会
ヨ
リ
ノ
帰
途
直
ニ
）

江
口
氏

夜
　
仁
科
氏
代
理
仁
科
武
雄

　
山
本
氏

二
日
（
日
曜
日
）

井
上
雅
二
氏
来
訪

夜
十
一
時

　
麻
生
校
長

　
瀬
野

　
安
東
両
氏
隨
行
シ
テ
軽
井
沢
ヨ

リ
帰
校
（
川
口
駅
ヨ
リ
徒
歩
ニ
テ
）
直
ニ
校
内
ヲ
巡
視
シ
最
寄
教

職
員
ヲ
召
集
シ
テ
応
急
善
後
処
分
ニ
ツ
キ
テ
協
議
ア
リ

三
日
（
月
曜
日
）

早
朝
最
寄
教
職
員
桜
楓
会
役
員
参
集

麻
生
校
長
指
揮
ノ
下
ニ
昨
夜
ヨ
リ
引
続
キ
テ
善
後
処
分
ニ
ツ
キ
テ

協
議
。
先
ツ
開
校
延
期
ノ
通
知
ヲ
騰
写
刷
ニ
シ
テ
各
通
学
学
生
ニ

通
達
ス
（
市
・
及
市
附
近
）
汽
車
便
ニ
テ
発
送
ノ
手
筈
ト
シ
及
ビ

他
府
県
下
ニ
目
下
帰
省
中
ノ
学
生
ニ
ハ
軽
井
沢
三
泉
寮
ニ
テ
宛
名

ヲ
記
入
シ
テ
発
信
ス

三
泉
寮
々
生
ノ
処
置
ニ
ツ
イ
テ
明
日
安
藤
氏
出
向
と
決
定

本
日
軍
隊
警
備
ヲ
願
出
ズ
。
直
ニ
周
囲
警
備
並
ニ
校
内
巡
警
ヲ

（
一
二
回
）
受
ケ
ル

今
夕
ヨ
リ
専
任
教
師
（
男
子
）
ニ
テ
夜
警
ノ
手
別
ヲ
ス
ル

園
芸
部
ノ
永
井
・
押
田
両
名
・
講
義
録
編
輯
所
ノ
為
井
氏
モ
之
レ

ニ
加
ハ
リ
テ
夜
警
の
一
部
ヲ
分
掌

本
日
ヨ
リ
校
舎
正
面
玄
関
ニ
受
付
ヲ
設
ケ
校
長
以
下
教
職
員
・
桜

楓
会
役
員
出
勤
見
舞
来
訪
者
・
避
難
者
に
接
待
ス

四
日
（
火
曜
日
）

渋
沢
子
爵
来
訪

　
学
校
ノ
被
害
状
況
ヲ
巡
視
シ
テ
行
カ
ル

本
日
塘
幹
事
ノ
安
否
ヲ
訪
フ
為
溝
口
氏
湯
河
原
ヘ
向
テ
出
発

玄
関
日
直
及
夜
警
前
夜
ノ
人
々
ニ
テ
継
続
ス

五
日
（
水
曜
日
）

教
職
員
桜
楓
会
役
員
漸
次
揃
フ
。
八
月
上
旬
ヨ
リ
北
海
道
方
面
ヘ

旅
行
中
ノ
井
上
教
授
・
出
野
氏
モ
帰
校
。

六
日
（
木
曜
日
）
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七
日
（
金
曜
日
）
晴

卒
業
生
及
学
生
の
避
難
ヲ
要
ス
ル
方
々
ニ
母
校
ヘ
避
難
シ
得
ル
コ

ト
ヲ
東
京
日
々
新
聞
ニ
広
告
掲
載
ヲ
申
込
ム

桜
楓
会
員
ヘ
母
校
及
桜
楓
会
ノ
現
状
ヲ
通
信
ス
ベ
キ
方
法
ニ
ツ
キ

テ
協
議
。

一
、
家
庭
週
報
　
二
、
葉
書
だ
よ
り
ヲ
以
テ

中
央
郵
便
局
ヘ
第
三
種
郵
便
物
取
扱
開
始
ノ
豫
定
期
ヲ
問
合
ハ
ス
。

多
分
一
週
間
後
開
始
ト
ノ
事
ユ
エ
第
一
回
ハ
ハ
ガ
キ
だ
よ
り
に
ス

ル日
々
新
聞
へ
掲
載
ノ
広
告
文

『
卒
業
生
及
学
生
の
避
難
を
要
す
る
方
は
お
出
で
下
さ
い
』

 
日
本
女
子
大
学
校

 
桜

　
　
楓

　
　
会

 

連
名

本
日
来
訪
者
・
夜
警
当
番
別
記

八
日
（
土
曜
日
）

日
々
新
聞
に
掲
載
ノ
広
告
文
ニ
そ
の
御
家
族
の

4

4

4

4

4

4

文
字
ヲ
追
加
ス
ル

為
同
社
ヘ
訂
正
原
稿
ヲ
持
参
セ
シ
ム

桜
楓
会
員
宛
（
地
方
）
ハ
ガ
キ
だ
よ
り
原
稿
作
成
二
千
枚
を
騰
写

に
刷
ル
。
午
前
中
其
ノ
一
部
ヲ
発
送

　
午
後
全
部
発
送
済
。
週
報

購
読
者
ニ
モ
追
加
騰
写
シ
テ
発
送
ス
ル
運
ビ
ト
ス

校
内
ノ
震
災
状
態
ヲ
写
真
ニ
ト
ル
。
講
堂
（
四
葉
）
家
政
館
（
一

葉
）
警
備
隊
（
一
葉
）
計
六
枚
撮
影

今
夕
ヨ
リ
学
校
玄
関
ニ
電
燈
（
市
電
）
初
メ
テ
ツ
ク
。

九
日
（
日
曜
日
）

校
内
警
備
ノ
駐
屯
兵
士
交
代
　
従
前
ノ
七
名
ハ
四
名
ニ
減
ジ
タ
レ

ド
今
日
ヨ
リ
更
ニ
戦
時
状
態
ニ
入
リ
校
外
ハ
益
々
厳
密
ノ
警
備
ト

ナ
ル

震
災
記
録
帳
ニ
帳
ヲ
綴
ル
（
一
、
震
災
善
後
事
務
記
録
　
一
、
編

輯
部
記
録
）
コ
ノ
外
ニ

（
イ
）
来
訪
者
名
簿

（
ロ
）
罹
災
者
名
簿

（
ハ
）
罹
災
者
調
査
名
簿

塘
幹
事
御
遭
難
ア
ラ
セ
ラ
レ
シ
各
宮
家
へ
御
見
舞
ニ
参
伺

十
日
（
月
曜
日
）
雨

日
々
新
聞
ノ
外
ニ
今
日
ヨ
リ
左
記
ノ
新
聞
入
手

萬
朝
報
・
報
知
・
大
阪
時
事
新
報

会
津
喜
多
方
仏
教
青
年
団
員
十
二
名
来
校

　
慰
問
品
ノ
寄
贈
（
寄

贈
物
品
目
録
別
記
）
及
滞
留
中
ノ
夜
警
を
分
担
サ
ル
。

日
直
当
番
ノ
時
間
ヲ
夜
ノ
十
二
時
迄
ト
ス
。
場
所
玄
関
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学
校
開
校
期
豫
定
ヲ
山
手
方
面
各
所
ニ
掲
示
（
馬
場
氏
使
）

塘
幹
事
市
内
在
住
ノ
学
校
評
議
員
諸
氏
ノ
震
災
見
舞
ニ
出
向
カ
ル
。

本
日
来
訪
者
芳
名
別
記
録

震
災
善
後
臨
時
事
務
分
掌
ノ
相
談
ア
リ
、
各
員
ノ
役
割
ヲ
決
メ
ル
。

（
騰
写
ニ
廻
ス
）

十
一
日
（
火
曜
日
）
晴
れ

震
災
善
後
臨
時
事
務
分
掌
役
割
刷
物
配
布

警
備
ノ
場
所
及
日
直
日
割
、
二
学
期
始
業
予
定
ヲ
付
ス
（
刷
物
別

綴
）

午
後
井
上
氏
来
校
桜
楓
会
ノ
救
護
事
業
方
法
ニ
就
テ
役
員
及
会
員

諸
氏
ト
相
談
会
ヲ
開
ク
。
取
敢
エ
ズ
被
服
救
護
部
ヲ
設
ケ
最
寄
会

員
諸
氏
に
衣
服
布
地
ノ
寄
贈
及
ビ
裁
縫
ノ
手
伝
依
頼
ノ
通
知
ヲ
発

ス午
後
五
時
半
頃
避
難
者
二
名
来
着

　
明
日
出
直
シ
テ
来
ル
コ
ト
ト

シ
大
塚
ノ
避
難
所
ニ
帰
ル

佐
藤
清
蔵
氏
（
瀬
野
氏
親
籍
）
来
校
見
舞
ハ
ル

　
慰
問
品
ヲ
戴
ク
。

本
日
朝
日
新
聞
号
外
入
手

十
二
日
（
水
曜
日
）
晴
れ
。
午
後
六
時
前
後
可
成
り
の
震
動
ヲ
感

ズ
。

今
朝
五
時
会
津
仏
教
青
年
団
（
夜
警
勤
務
後
）
引
上
六
時
半
池
袋

停
車
場
ヨ
リ
帰
郷
ノ
途
ニ
向
ハ
ル
。

今
夕
ヨ
リ
ノ
夜
警
旧
ニ
復
ス
。（
当
番
別
記
）

読
売
新
聞
本
日
ヨ
リ
配
達
。

週
報
部
ヨ
リ
山
本
氏
本
所
方
面
ノ
災
害
視
察
ニ
出
向
　
渡
辺
氏
及

仁
科
武
雄
同
行

午
後
井
上
教
授
出
校
ノ
上
　
桜
楓
会
ト
シ
テ
罹
災
者
救
護
方
法
ニ

ツ
キ
テ
協
議
ア
リ
。
明
日
ヨ
リ
学
生
（
軽
井
沢
三
泉
寮
在
寮
者
ノ

家
族
ニ
テ
東
京
市
内
在
住
者
ヲ
手
初
メ
ニ
シ
テ
桜
楓
会
員
罹
災
者

ノ
現
状
調
査
ヲ
始
ム
ル
事
ニ
相
談
成
ル

午
後

村
川
堅
固
博
士
来
訪
。
豊
川
町
自
警
団
ノ
意
ヲ
齎
ラ
シ
テ
ノ
交
渉

ア
リ

　
麻
生
校
長

　
井
上
教
授
ト
打
合
ノ
上
辞
去
サ
ル
。

府
教
育
課
ヨ
リ
﹇

　
　
空
白

　
　
﹈
氏
来
校

　
学
校
ノ
災
害
ヲ
調

査
。

午
後
五
時
頃
、
豊
明
寮
裏
手
ニ
出
火
ノ
報
ア
リ

　
大
ニ
警
戒
ス
。

須
臾
ニ
シ
テ
鎮
火
ス
。

来
訪
者
別
記
録
。

本
日
ノ
日
直
・
夜
警
別
記
。
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十
三
日
（
木
曜
日
）
午
前
十
時
頃
驟
雨
ア
リ
後
晴
　
午
後
四
時
頃

ヨ
リ
曇

今
朝
ヨ
リ
本
校
舎
（
高
等
女
学
校
々
舎
）
玄
関
上
ノ
屋
根
修
繕
ヲ

始
ム
　
瓦
払
ヒ
ノ
音
ス
サ
マ
ジ
ク
玄
関
ノ
受
付
ハ
地
震
当
時
サ
ナ

ガ
ラ
ニ
雑
然
騒
然
ヲ
極
ム
。

午
後
　
麻
生
校
長
　
河
野
主
事
　
本
所
方
面
ノ
罹
災
地
視
察
ニ
出

向
カ
ル
　
麻
生
校
長
令
息
・
塘
幹
事
令
息
同
行

本
日
ヨ
リ
本
所
・
浅
草
・
下
谷
方
面
ノ
会
員
及
学
生
家
族
ノ
罹
災

状
態
調
査
ニ
カ
ゝ
ル
（
馬
場
氏
出
向
）

井
上
教
授
　
罹
災
者
救
済
方
法
ニ
ツ
キ
テ
昨
日
ニ
引
続
キ
打
合
セ

ノ
為
　
帝
国
大
学
病
院
分
院
へ
出
向
カ
ル
。
上
代
氏
同
行
。

東
京
市
学
務
課
・
霊
岸
小
学
校
社
会
部
ヨ
リ
同
上
罹
災
者
救
済
ニ

ツ
キ
テ
桜
楓
会
ヘ
交
渉
ア
リ

　
右
ニ
ツ
キ
桜
楓
会
員
ハ
相
談
ノ
結

果
　
各
自
不
用
衣
類
ヲ
持
寄
リ
テ
裁
縫
調
製
シ
罹
災
者
ヘ
寄
贈
ス

ベ
ク
用
意
ス
（
最
寄
会
員
及
教
職
員
方
へ
伝
言
又
ハ
騰
写
刷
ヲ
以

テ
通
知
ス
）

本
日
ノ
日
直
・
夜
警
別
記
。
来
訪
者
同
上
。

十
四
日
（
金
曜
日
）
驟
雨
模
様

　
蒸
暑
く
雨
又
晴

　
午
後
三
時
過

震
動
ア
リ

午
前
国
民
新
聞
記
者
来
訪
。
桜
楓
会
ノ
救
護
活
動
ニ
ツ
キ
テ
問
合

セ
ア
リ

午
後
・
高
田
市
越
後
新
聞
記
者
来
訪

　
学
校
ノ
消
息
ヲ
地
方
へ
伝

ヘ
ン
ト
テ
震
災
状
態
ヲ
聞
取
リ
テ
行
ク

本
日
午
後
　
桜
楓
会
役
員
（
出
席
者
）
集
合
シ
テ
臨
時
救
護
事
務

ノ
具
体
案
ヲ
協
議
シ
取
敢
エ
ズ
衣
服
部
ヲ
開
始
シ
テ
寄
贈
品
蒐
集

及
其
ノ
手
入
ニ
取
リ
カ
ゝ
ル
（
コ
ノ
仕
事
手
伝
ヒ
ノ
為
ノ
出
席
者

別
名
簿
記
入
）

尚
コ
ノ
寄
贈
品
蒐
集
方
法
ト
シ
テ
左
ノ
刷
物
ヲ
騰
写
刷
ト
シ
テ
配

布
ス
。
尚
同
様
ビ
ラ
ヲ
書
キ
要
所
ニ
貼
付
ス

「
罹
災
者
ノ
為
ニ
衣
類
・
切
地
・
綿
・
手
拭
・
タ
オ
ル
・
毛
線

類
・
其
他
御
不
用
ノ
品
何
デ
モ
御
寄
贈
ヲ
願
ヒ
マ
ス

小
石
川
区
目
白
台
日
本
女
子
大
学
校
　
桜
楓
会
臨
時
救
護
事
務
所
　

衣
服
部
」

﹇
欄
外
に
﹈
ビ
ラ
貼
付
ノ
場
所

　
早
稲
田
、
大
塚
、
池
袋
、
学
校

正
門
前
、
鬼
子
母
神
、
病
院
前

本
日
ノ
日
直
・
来
訪
者
・
夜
警
ハ
別
記

十
五
日
（
土
曜
日
）
雨
（
驟
雨
屢
々
来
ル
）
風
ア
リ

三
泉
寮
々
生
前
島
た
か
子
氏
兄

　
小
林
愛
子
氏
母
来
校

　
目
下
軽

井
沢
滞
在
中
ノ
前
記
二
氏
ヲ
伴
ヒ
帰
ラ
ン
カ
ト
突
然
ニ
交
渉
シ
参

リ
タ
ル
モ
ノ
ア
リ
ト
ノ
事
ニ
テ
眞
否
ヲ
匡
サ
ル
。
学
校
ニ
テ
モ
疑

問
ト
ス
ル
点
ア
リ

　
直
に
軽
井
沢
へ

　
コ
レ
ニ
対
シ
テ
ノ
注
意
ヲ

ス
ル
為
ニ
先
ヅ
安
井
氏
浦
和
に
出
向
シ
テ
打
電
又
藤
原
氏
ハ
前
島
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た
か
子
氏
兄
上
ト
同
行
　
軽
井
沢
ヘ
急
行
。

本
日
　
清
水
組
技
師
工
学
士
海
野
洗
太
郎
氏
来
校
　
震
災
校
舎
巡

視
・
講
堂
（
教
育
館
）
及
家
政
館
ノ
二
棟
ハ
修
繕
ノ
見
込
ナ
シ
ト

ノ
見
立
ナ
リ
両
棟
ノ
死
ノ
宣
告
ヲ
受
ケ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ

桜
楓
会
ヨ
リ
井
上
氏
出
野
氏
丸
山
氏
ハ
市
社
会
局
ヘ
救
護
事
業
ノ

打
合
セ
ニ
出
向

来
訪
者
及
夜
警
氏
名
別
記

十
六
日
（
日
曜
日
）

午
後
一
時

　
警
備
隊
中
隊
本
部
学
校
内
金
山
ニ
駐
屯
ノ
コ
ト
ゝ
ナ

ル
。
晩
香
寮
・
豊
明
寮
ヲ
之
レ
ニ
ア
ツ

一
個
小
隊
（
丗
八
人
）
駐
屯
。
炊
事

　
学
校
ニ
テ
引
受
ケ
ル

桜
楓
会
臨
時
救
護
事
務
交
渉
ノ
為

　
井
上
氏
出
野
氏
上
代
氏
ト
記

録
係
ヨ
リ
一
名
加
ハ
リ
テ
市
社
会
局
及
深
川
区
役
所
ヘ
出
向
調
査

文
部
省
社
会
教
育
課

　
原
忠
管
氏
来
訪

軽
井
沢
ヨ
リ
上
坂

　
小
山

　
御
供
氏
帰
京

　
来
校
、
別
ニ
三
泉
寮

生
三
名
帰
京
、
昨
日
ノ
疑
問
ト
セ
シ
コ
ト
稍
解
セ
ラ
ル

此
ノ
外
　
夜
警
・
来
訪
者
氏
名
別
記

十
七
日
（
月
曜
日
）
晴
、
朝
微
動
ア
リ

桜
楓
会
救
護
部
　
市
ノ
社
会
局
ノ
人
々
ト
深
川
方
面
ノ
救
済
調
査

ノ
為
出
動
　
交
渉
ノ
結
果
　
コ
ノ
方
面
ハ
市
ノ
手
ニ
テ
既
ニ
充
タ

サ
レ
居
ル
コ
ト
ヲ
調
査
シ
テ
結
局
　
上
野
小
松
宮
銅
像
前
ニ
市
社

会
局
ト
日
本
女
子
大
学
校
及
桜
楓
会
ト
合
併
シ
児
童
救
護
所
開
設

（
天
幕
ヲ
張
リ
テ
）
ノ
コ
ト
ニ
決
ス
。
桜
楓
会
員
ノ
出
張
可
能
ノ

人
員
ヲ
叫
号
シ
テ
各
係
ヲ
定
ム
（
別
記
）

金
山
ノ
警
備
本
部
ヘ
一
個
小
隊
加
ハ
ル
、
総
員
二
個
小
隊
七
十
六

人
駐
屯

今
夜
ヨ
リ
校
内
警
備
ヲ
表
門
及
金
山
ニ
ス
ル
、
裏
門
ヲ
省
ク
（
晩

香
寮
ニ
警
備
中
隊
本
部
ヲ
移
サ
レ
金
山
一
帯
ノ
警
備
ニ
当
レ
ル
ヲ

以
テ
ナ
リ
）

十
八
日
（
火
曜
日
）

上
野
小
松
宮
銅
像
前
ニ
児
童
救
護
部
開
設
準
備
ノ
為
ニ
要
ス
ル
物

品
取
集
メ
ニ
多
忙

午
後

　
井
上
・
出
野
・
丸
山
・
上
代
・
記
録
係
一
名
前
記
上
野
ヘ

出
向
。

市
ヨ
リ
衣
服
材
料
品
着
。
桜
楓
会
救
護
部
衣
服
部
更
ニ
活
気
ヅ
ク
。

060-066_10_未発表資料-34_責.indd   65 14/06/27   13:05



―66―

桜
楓
会
員
ノ
救
護
部
手
伝
ノ
人
続
々
参
集
。（
名
簿
別
記
）

尚
罹
災
区
以
外
ノ
学
生
諸
氏
ニ
手
伝
依
頼
ノ
ハ
ガ
キ
ヲ
出
ス
。

日
本
橋
・
浅
草
方
面
ヘ
慰
問
調
査
ノ
為
、
馬
場
氏
出
張
。

来
訪
者
・
日
直
・
夜
警
　
名
簿
別
記

罹
災
者
ノ
名
簿
ヲ
整
理
シ
テ
記
入
ス
。

十
九
日
（
水
曜
日
）

桜
楓
会
児
童
救
護
部
開
設
第
一
日
（
上
野
公
園
　
小
松
宮
銅
像

前
）
出
張
者
ハ
朝
八
時
上
野
ニ
集
合
。
午
後
五
時
帰
校
。

宮
内
省
御
下
賜
金
五
百
円
也
　
府
社
会
局
朝
原
梅
吉
氏
ヲ
以
テ
伝

達
サ
ル
。（
右
ハ
桜
楓
会
巣
鴨
託
児
所
ヘ
罹
災
救
助
ト
シ
テ
）。

市
ヨ
リ
罹
災
者
救
助
ノ
為
ノ
古
着
類
ヲ
貨
物
自
動
車
二
台
ニ
満
載

シ
テ
到
着
ス
（
各
地
方
ヨ
リ
ノ
寄
贈
品
）。

罹
災
区
京
橋
ヲ
馬
場
氏

　
本
郷
ヲ
仁
科
武
雄
氏
調
査
ニ
出
向
。

廿
日
（
木
曜
日
）
午
過
ギ
小
雨

上
野
ノ
児
童
救
護
所
ヘ
出
張
、
昨
日
ト
同
様
。
帰
校
午
後
六
時
ヲ

過
グ
。
内
務
省
社
会
局
ヨ
リ
活
動
写
真
撮
影
ニ
来
ル
。

罹
災
者
調
査
深
川
方
面
（
馬
場
氏
）

軽
井
沢
ヨ
リ
淀
野
・
野
見
山
両
氏
及
学
生
五
名
帰
校

金
山
駐
屯
ノ
兵
士
俄
ニ
引
上
グ

　
交
替
ノ
為
カ
。

夜
警
従
前
ノ
通
り
金
山
・
裏
門
・
表
門
ノ
三
ヶ
所
ニ
設
ク
。

罹
災
者
調
査
ハ
本
日
深
川
方
面
（
馬
場
氏
）

夜
警
当
番
・
来
訪
者
氏
名
別
掲
。
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 12） 『成瀬仁蔵著作集』第 3巻にはないが、『家庭週報』第 437号（1917年 10月 12日）
にはある。

 13） The Builders and Other Poems. op.cit., p. 45. なお 1913年版詩集では Lylics of Labour 
and Romanceの項に収録。

 14） The Poems of Henry van Dyke. op.cit., pp. 332. 333

 15） ibid., p. 341.
 16） Yaddoという名称は、トラスク夫妻の早世した子どもが、“shadow” をこのように

発音していたことに因むという。また、この施設はのちに働く女性のためのセン
ターとしても活用され、ハンナ・アレントやスメドレーもここに滞在したことが
あるという（Wikipediaの Yaddoの項による）。

 17） 以下の引用は『家庭週報』第 567号（1920年 6月 18日）。
 18） この詩はのちに加筆修正されてヴァン・ダイクの随想集 Camp-Fires and Guide-

Posts. の第 13章 Interludes on the Kotoに The Spirit of Japanと題して収録された。
Henry van Dyke, Camp-Fires and Guide-Posts. New York: Charles Scribner’s Sons, 1921. 
p. 202.

 19） ibid., pp. 195-196.
 20） Tertius Van Dyke, op.cit., p. 363.
 21） ヴァン・ダイクは日本旅行に因んで、同行した娘を「Little Fuji San」と呼んだと

いう。ibid., p. 363.
 22） Henry Van Dyke, op.cit., p. 175. 訳は『家庭週報』第 610号（1921年 4月 22日）による。
 23） Henry Van Dyke, op.cit., p. 197.
 24） なお成瀬は、「バンダイクは、もし、吾人が自分の生活を正しく保

たもた

うと希ふならば、
吾人の為す事、行ふ事を学ぶべき四つの事があるといつて居る」（563-564）として、
以下の言葉を引用している。これは The Builders and Other Poems.の Lyrics of 
Friendship and Faithの項に収録されているものである。なお 1913年版詩集では In-
scriptions, Greetings, and Epigramsの項に収録。念のため成瀬訳と共に引用しておく。

第一、混雑を避けて明
めい

晰
せつ

（ママ）に考ふる事。
第二、眞心を以てわが周囲の人々を愛すること。
第三、行ふには眞実の動機を以て純潔なるべきこと。
第四、神と天とに安心を置く事。

FOUR THINGS

FOUR things a man must learn to do

If he would make his record true:

To think without confusion clearly;

To love his fellow-men sincerely;

To act from honest motives purely;

To trust in God and Heaven securely.

（日本女子大学名誉教授　かたぎり　よしお）
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黄禍論を批判し、「空間的地球の時間的縮少、西洋の商業的野心と東洋の人口の
稠密過多とは既に両者を長い接触の線上に誘つた。目下の問題は世界の平安と真
の幸福を増進させるために如何に両者は共に生き、働くべきかといふことであ
る。」22）と記した。さらに、「日本印象記」は結論的に、「英国とアメリカと日本
の親密な協力は、我が国が多少の領土と多くの利害を持つ極東の平和と秩序のた
めに、最も重要である。極東のリーダーは日本である。なぜなら日本には中国に
ないもの、自己統治の本質的能力があるからである。23）」と結ばれた。しかし、
その後の歴史は彼の期待を裏切った、と言わねばならない。
ヴァン・ダイクは 1933年 4月、80歳で、9人の子どもと妻に看取られて亡く
なった。晩年、交通事故で妻に先だたれ、視覚障がい者として逝ったナイハルト
に比べて、この点でも恵まれた、と言えるであろう 24）。

 1） もっともこの詩集 The Poems of Henry van Dykeは遺憾ながら、現在行方不明である。
図書館に同名の本が蔵されているがこれは 1920年版で、成瀬が手にしているも
のとは異なる。成瀬が手にしているのは 1911年版か 1913年版のはずである。

 2） またこれらとは別に、本学図書館にヴァン・ダイクの文章を載せた Short Stories 
for English Coursesという本もある。この本には上代タノのサインがある。英文科
学生のためのテキストにしようとしたのであろうか。

 3） ヴァン・ダイクの生涯については彼の死後息子が執筆した Tertius Van Dyke. Henry 
Van Dyke: A Biography. New York: Harper, 1935年が詳しい。

 4） 1983年の桜楓会成瀬先生研究会軽井沢研修会で、野見山不二名誉教授がこの本に
ついて語っている。

 5） 日本基督教会牧師であった訳者中川景輝は「文豪」ヴァン・ダイクについて「は
しがき」で次のように述べている。「ヴァンダイクは既に我国ではかなり知られ
て居ると思ふ。あの美しい文章に惹きつけられる者は少くないであらう。宗教雑
誌の文芸欄には古くから彼の純潔な、優雅な、しかも寓意的な物語が紹介されて
居たし、単行本としても「短篇集」や「青い花」が出て居る。」

 6） Tertius Van Dyke, op.cit., p. 139.
 7） Edited, with introduction and notes by Henry van Dyke, Select Essays of Ralph Waldo Em-

erson. New York: American Book, 1907. また、電子書籍 kindleで Encyclopaedia Bri-
tannica. London, 1911 の Henry van Dyke, Ralph Waldo Emerson ─ A Short Biography

を入手することができる。ただし Tertius Van Dykeの伝記巻末の著作リストには
なぜか、いずれも出てこない。

 8） Tertius Van Dyke, op.cit., p. 312.
 9） カッコ内の数字は『成瀬仁蔵著作集』第 3巻の該当頁を示す。なお引用に当たっ

ては『家庭週報』によって修正したところがある。この点については前号拙稿の
注 3を参照されたい。ルビも『家庭週報』による。

 10） The Poems of Henry van Dyke, New York: Charles Scribner’s Sons, （New first coll. and 
rev. with many hitherto unpub.）1913. p. 31.

 11） The Builders and Other Poems. New York: Charles Scribner’s Sons, 1896. pp. 48. 51. なお
1913年版詩集では Inscriptions, Greetings, and Epigramsの項に収録。
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While the Pine cling to the Rock,
The Bamboo bends to the Breeze,
The Cherry glorifies the Spring.

The men and women of Nippon

Will Keep the Yamato Spirit.

松は巌
いはほ

に蹲
うづ

踞
くま

り、
竹は微風にうなづいてゐる。
桜の花は春の栄光を輝かせ、
日本の男女は永久に大和魂を保つて行く。

ヴァン・ダイクの「女性の光」と題した講演は、女性と男性は同等ではある
が同じではない、と語るものであった。「銀貨のパウンドと金貨のパウンドとは
その値

か

価
ち

は等しい。が、銀貨と金貨とは同じではない」。故に、「男子には男子の
務をなすに適した教育を受けさせ女子には女子の務を果すに適した教育を自由に
うけさせなければなりません。」と語るものであった。したがって「私は両性は、
別々のカレツジを持たねばならぬと思ひます」と語るヴァン・ダイクの女子教育
観は、「人として」の教育を第一に掲げた成瀬の女子教育観には重要な点で異な
るのではないか。ヴァン・ダイク自ら「私は旧式のアメリカ人である」と認める
とおり、彼の教育観は成瀬のそれと比べて、キリスト教観と同じく、保守的なも
のであったと言わざるを得ない。
しかしともあれヴァン・ダイクは日本女子大学のおもてなしに感激した。帰
国後雑誌に寄稿した「日本印象記（Japonica）」のなかで、とくに日本女子大学
訪問について言及し、「私は、校長や職員、学生から温かい歓迎を受けた」19）と
記している。
ヴァン・ダイクの日本訪問は、ハワイでのキリスト教伝道 100周年記念会へ
の出席とあわせて計画されたが、同時に、極東の問題が急速に世界の中心問題に
なりつつあるとの認識のもとに、個人的に、日本についての知識を得ようとする
ためのものであった 20）。彼は、横浜から東京、そして日光、京都、伊勢、鳥羽、
岐阜をめぐり、日本の伝統文化や自然を楽しんだ。東京では日本女子大学校のほ
か東京帝国大学で 2回、早稲田大学で 1回の講演を行なった。
彼はすっかり親日家になった 21）。1年近く後の『家庭週報』第 610号（1921

（大正 10）年 4月 22日）「英文欄」に、「両洋は既に一致せり」との見出しで
「日本印象記」の一節がその訳と共に載っているが、その中で、彼は、いわゆる
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を試みられました。茲に挿入の写真は当日本紙のため特に撮影を快諾せられ
たもの。同挿入の欧文短詩は講演に先

さきだ

ち食堂に於て日本女子大学校のために
作られ自署せられたものであります。」17）

そしてキャンパス内で撮ったヴァン・ダイクら一行の写真と上掲の詩のサイ
ン入り写真とともに、麻生正蔵校長の歓迎の挨拶と講演内容の全文を掲載した。

ヴァン・ダイク博士の来校（『家庭週報』第 567 号（1920 年 6月 18 日））
右から上代タノ、令嬢ポール、ヴァン・ダイク博士、麻生正蔵

1週間前の『家庭週報』掲載記事と併せると、ヴァン・ダイクの本学来訪は当
初の予定にはなく、彼の来日を知った女子大の側からの要請で実現したことが分
かる。成瀬仁蔵の死去から 1年余りのちに、成瀬の愛した詩人の来訪が、彼の
帰国前日に実現したのである。
講演に先だってヴァン・ダイクは「今日、この学校に参つて、分にすぐれた
歓迎をうけました事は、唯もう、「ありがたう」と申し上げるより、ありません。
殊に、私の著書の故に、かうした歓迎をうける事は私としては非常に喜ばしいの
であります。遠い国に自分の読者をもつといふ事は実に嬉しいものです。」と語
った。
昼食は、学生たちの手料理であった。「先刻、学生手づからの日本料理をい
たゞいた事も大層、うれしく思つて居ります。お料理は大変、よく美しく出来て
居りました。私の娘と私とは、それを箸でいたゞきました」。この席でヴァン・
ダイクが日本女子大学のために作った詩は、次のようなものであった。麻生校長
が挨拶のなかで披露した訳とともに紹介しよう 18）。

067-083_12_研究ノート_横組_責.indd   70 14/06/27   13:05



―71―
（13）

たゞ一つこゝに愛のみは残つて居る。（572）

HOURS fly,
Flowers die

New days,
New ways,
Pass by.
Love stays.

あまりに事物を待ちのぞむ人の為めには
時の経つのは遅すぎる
恐れと心配にとざさるゝ人の為めには、
時の過ぎるは早すぎる。
実に時、
うれひに沈む人にはおそく
喜びに満つる人には早すぎる、
おゝ、されど、愛する人の為めには
時はない。（573）

 Time is

Too Slow for those who Wait,
Too Swift for those who Fear,
Too Long for those who Grieve,
Too Short for those who Rejoice

 But for those who Love.
 Time is not

7　日本女子大学とヴァン・ダイク
桜楓会機関紙『家庭週報』第 567号（1920（大正 9）年 6月 18日発行）は

「ヴアンダイク博士の来校」との見出しを第 1面トップに掲げ、ヴァン・ダイク
の日本女子大学校来校を次のように報じた。
「既報の通り六月九日午前十一時、米国プリンストン大学英文学教授ヘン
リー・ヴアンダイク氏はポール令嬢同伴にて日本女子大学校に来校せられ、家
政館食堂にて昼餐の後、講堂に於て「女性の光」なる題下に別項掲載の講演
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Hearts unfold like flowers before Thee,
 Praising Thee their sun above.

Melt the clouds of sin and sadness;

 Drive the dark of doubt away;

Giver of immortal gladness,
 Fill us with the light of day!

6　愛のもとで、時は永遠
10回講義はいよいよ終わりに近づく。成瀬はその講義を端的に、次のように
要約する。
「そこで終りに我れ等がこの山上生活に於て経験した経路を考へて見ると初
めまづ哲学的立場から入つて次に直感的に進み即ち詩になつて居

を

る所謂エキ
スタッシーに酔ふといふやうなる其の経験の頂上に達して来たのである。即
ち無限なる世界に入り永久より永久に流るゝ旋律の波に触れたのである。」
（572）
そして最後に FOR KATRINA'S SUN-DIAL IN HER GARDEN OF YADDO

（ヤッドの庭園にあるカトリーナの日時計のために）と題された二つの詩を読み
上げる 15）。ヤッドとは 1900年にニューヨーク州サラトガ・スプリングスに、作
家だったカトリーナ・トラスクが夫と共に建てた広大な芸術家のための施設の名
称である 16）。前者の詩は、その庭に設置された日時計に記され、今日でも見る
ことが出来るという。後者は「Time is」というタイトルで、It’s A Beautiful 

Dayなるグループのややロックぽい楽曲や、マーク・マスリMark Masriという
歌手の、それとはまったく異なる甘いバラード調の楽曲にアレンジされて唄われ
ている。
ヴァン・ダイクのこれらの詩はまことに美しく、シンプルで親しみやすいが、
成瀬の訳も思い入れたっぷりのものになっている。

時は飛び去り
美しい花も凋

しほれ

落てしまふ
新らしい日は来た、新らしい道も開けた
併しそれも亦逝

い

つてしまふ
それ等はみな自分の傍

そば

を通り過ぎて行く
何一つ自分と一緒に止

とゞま

るものはない、
しかし、しかし、
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太陽の方にはり上げて
人生勝利の凱歌を奏しつゝ
歌ひに歌ひ
進み進まう。（568-569）

HYMN OF JOY
　TO THE MUSIC OF BEETHOVEN'S NINTH SYMPHONY

（第 4連）
Mortals join the mighty chorus,
　Which the morning stars began

Father-love is reigning o’er us,
　Brother-love binds man to man

Ever singing march we onward,

　Victors in the midst of strife;

Joyful music lifts us sunward

　In the triumph song of life.

（無題）

喜ばしきかな、喜ばしきかな我れ等は爾
なんぢ

（至上人格）を讃美崇拝する。
栄えの神よ、愛の主

しゅ

よ、
われ等の心は太陽の前に笑

え

める花の如くに爾の前に発揚する。
太陽は花の上にある愛の日である。
それの如くに、爾はわが罪を悲哀の雲、猜

さい

忌
き

と暗黒の世界を照らす。
おゝ、限

かぎり

なき喜びの与へ主
ぬし

よ、いつも〃〃〃昼の光を以てこの私を充したまへ。
（571）

HYMN OF JOY
　TO THE MUSIC OF BEETHOVEN'S NINTH SYMPHONY

（第 1連）
Joyful, joyful, we adore Thee,

 God of glory, Lord of love;
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ful, joyful, we adore Thee,」と訳される。このヴァン・ダイク訳「歓喜の歌」は、
英語圏で最も人気のある訳として、賛美歌だけではなく、ゴスペルソングとして
も歌われている。とくに 1993年の、問題高校再生物語、映画「天使にラブ・ソ
ングを 2」で使われ、「Joyful, joyful」の名で広く知られるようになった。日本で
は平原綾香の歌唱が素晴らしくYou Tubeなどで見ることができる。
成瀬は第 1連の詩を読み上げるに先立ち、次のように述べた。
「吾人が経験し得る所のそれは遺伝的のものであつて其

そ

所
こ

に親もあり先祖も
あり又世界もありその世界を創

つ

造
く

り給ふた神もあるといふことが考へられる。
実に宇宙の実在はこの偉

おほ

いなる源流でありその大意志、その大潮流は永久か
ら永久に流れて居るものである。」（570-571）
ここで言う「神」はヴァン・ダイク訳の「Thee」、成瀬訳の「爾

なんぢ

」であるが、
成瀬はこれをわざわざ「至上人格」と言い換えている。この「神」から発する
「大意志」「大潮流」は、成瀬が「必然的霊法（Mental law）」と呼ぶところのも
のである。
「われ等の心は太陽の前に笑

え

める花の如くに爾の前に発揚する。」
「それの如くに、爾はわが罪を悲哀の雲、猜

さい

忌
き

と暗黒の世界を照らす。」
ヴァン・ダイク訳は成瀬によって、さらに敷衍されている。
原詩は 1913年版詩集の Songs of Hearth and Altarの項にある 14）。

（無題）

暁
あかつき

の明星が奏しはじめた大合唱に
有限な我等人間も
調子を和して歌ひ歌はう。
おゝ
父の慈愛は我れらの上を統御し兄弟の愛は人と人との心をむすぶ、
あゝ
そこに天地の偉

おほい

なる楽の響
ひゞき

わたる。
さうして
人生の戦ひの真

まつ

只
たゞ

中
なか

に居る我々は
いつもいつも歌ひつゝ
勇みに勇んで進軍する
おゝ
喜悦に満ちた歌ごゑを
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（無題）

北国の高い山の頂に
樅の喬木がたゞひとり
寂しく、寂しく立つて居る。
吹雪が眞白い衣

きぬ

を以て彼れの身
からだ

幹を被ふ期
あひだ

間
彼れは、友を夢みて静かに眠る──遠い南の国の、熱い炎

や

けた砂の中に
沈黙に耽

ふけ

つてたゞひとり立つ棕
しゅろ

梠の木を──
如何に、如何にと思ひつゞけて。（567）

EIN FICHTENBAUM

A FIR-TREE standeth lonely

On a barren northern height,

Asleep, while winter covers

His rest with robes of white.

In dreams, he sees a palm-tree

In the golden morning-land;

She droops alone and silent

In burning wastes of sand.

5　生
いのち

命の勝利－歓喜の歌
かくして「山上の生活」は、最後のクライマックスに向う。成瀬は語る。
「我々の前途には如何に困難苦闘があらうとも最後は生

いのち

命の勝利である。天
地の大生命と共に在る生命の勝利である。この生命の勝利を謳ふ我々の凱歌
は常に我々をして太陽に向つて、永久に向つて向上せしむるものである。こ
の人生歓喜の音楽こそは、即ち星が歌ひ初めた天地の大合唱である。」（569）
ここで成瀬が読み上げるヴァン・ダイクの二つの詩は、かのベートーヴェン
の第 9交響曲のシラー原作「歓喜の歌」を英訳したものである。成瀬はまず、
第 4連を読み上げる。後段、ヴァン・ダイクの英詩は、成瀬によってさらにパ
ラフレーズされて高潮し、人生の困難に立ち向かう学生たちへの讃歌となってい
る。
ひきつづき読み上げられるのは、「歓喜の歌」の第 1連である。「Freude, 

schöner Götterfunken,」で始まるシラーの原詩は、ヴァン・ダイクによって「Joy-
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そは、自己といふ牢獄のみ
又、その門を、
ひらけと命じうるものは
愛と名づくる天使あるのみ、
その愛が、汝を召しに来た時
起つて速かに彼に従へ
彼に導かるゝその道は
暗黒の中に、横

よこたは

つて居るかも知れない
しかし、遂には
輝き燦

さん

とした光明世界に到達する。（566-567）

THE PRISON AND THE ANGEL

SELF is the only prison that can ever bind the soul;

Love is the only angel who can bid the gates unroll;

And when he comes to call thee, arise and follow fast;

His way may lie through darkness, but it leads to light at last.

4　愛の力
「吾人が真に大なる使命に向つて進軍せんとする時これを進めこれを導く者は
唯愛これのみである。」（567）と成瀬は語る。そして次の詩を「我等は孤独なら
ず」という項 12）を起こしたなかで読み上げる。原詩は前の詩と同じ項に収録さ
れた、「一本の樅の木」と題するハイネの詩をヴァン・ダイクが英訳したもので
ある 13）。
「人はその肉体に於ては、遂に相離れなければならないものである、而も困難
は益々集つて来る。その時我れ等の霊

れい

の交友を思ひ出づることが出来たら我れ等
は困難の中に在つて最幸福なるものである、恰も北方の喬木が南熱帯の地に在る
その友を念つてその念頭より離さゞる如く、我等は如何なる場合にも孤独ではな
い」（567）と、軽井沢三泉寮の大樅の木を示しながら成瀬は語る。同時にこれは、
約 1年半後の、成瀬の告別講演をも想起させる。
さらに成瀬は次のように端的に述べている。
「吾人は如何なる場合にもたゞ孤独で苦しんで居るのではない、遥かなる遠
方の友が自分を思つて呉れて居る、自分も亦友を思つて心を一つにする事が
出来るのである。」（568）
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AND THE ANGELという詩を読み上げる。魂を縛るのは自己という牢獄のみ、
これを解き放ち得るのは、愛という天使、と謳う詩である。
原詩はいずれも The Builders and Other Poems の Lyrics of Friendship and 

Faithの項に収録されている 11）。

（無題）

『我が喜びは使命である
使命は喜びである』とは
太古へブライの先人が訓

をし

へた金言である

人生の高嶺に向ふ時
其の絶

いた だき

頂を仰ぎ見よ
其処には『愛』と名づくる君が立つて
さうして彼はいふ
『使命が喜びである時
人の生命は神聖である』（565-566）

JOY AND DUTY

“JOY is a Duty,”─ so with golden lore

The Hebrew rabbis taught in days of yore,
And happy human hearts heard in their speech

Almost the highest wisdom man can reach.

But one bright peak still rises far above,
And there the Master stands whose name is Love

Saying to those whom weary tasks employ:

“Life is divine when Duty is a Joy.”

（無題）

若し、この私の魂を
縛り得るものがありとすれば
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一体、お前はどこにさまようて居るのか」と、

それの答へは、
笑ひをふくみ、楽の調子は、
よろこばしく、──
「あゝこの学校こそ、私の楽しいホームである」と。（558-560）

SCHOOL

I PUT my heart to school

In the world where men grow wise:

“Go out,” I said, “and learn the rule,”
“Come back when you win a prize.”

My heart came back again:
“Now where is the prize?” I cried.─
“The rule was false, and the prize was pain

“And the teacher’s name was Pride.”

I put my heart to school

In the woods where veeries sing

And brooks run dear and cool,
In the fields where wild flowers spring.

“And why do you stay so long

“My heart, and where do you roam?”

The answer came with a laugh and a song,－
“I find this school is home.”

3　活動の喜び
瞑想、自念によって「至上人格」と一体化し、この世界に生きる者の使命を
自覚したとき、人はそこから無限の活動の源泉を得ることができる。「使命」
（Duty）は「喜び」となり、「喜び」は「使命」となる。そしてそれらを繋ぐも
のが「愛」である。成瀬は JOY AND DUTYという詩に続けて、THE PRISON 
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我れ等の学校

私は初め、皆人が賢くなるといふ此の世の学校に心を入れた。
さうして私は、
私の心に斯ういひ聞かせた。
「私の心よ、
規則を学んでおいで、
一つの褒美を貰つておいで、
そして、それらが得られたならば、
直ぐ又こゝに帰つておいで」
と、

間もなく、私の心は帰つて来た、
おぼえず、私は、かう叫んだ、
「一体、お前のどこに、その獲物を持つて居るのか」
「あゝ、あの学校に行きは行つたが、何一つ、
本当の事は教はらず、
其の獲物とは、
たゞ苦痛、たゞ煩悶、
その外には何もない、
おぼえた先生の名は傲慢、
学ぶ知識は虚偽であつた。」
私の心の答へはかなしかつた。

それで、私は学校を替へた、
其所は、鳥が楽しく歌つて居り、
小川が涼しく、清らに流れ、
野の花が一面に咲き満ちた
原野の森の学校である
私はこゝに全く心を置いた。
しばらく経つて私は尋ねた、
「おゝ、私の心よ、
こんなに永い間、何故、
お前はとゞまつて居るのか、
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2　「山上の生活」のヴァン・ダイク
「山上の生活」のフィナーレとなる第 9講と第 10講は「山上生活に於ける結
論会」と題される。第 9講の冒頭で成瀬は次のように述べる。
「今夏三週

しう

日
じつ

の軽井沢の山上生活は我れ等に種
いろ

々
いろ

の経験と暗示とを与へた。
我れ等は今、やがてこの山上の生活を了へて各自その使命のある所に向はん
として居る。即ち大自然の黙

もく

示
し

を読んでこれを我れ等の実生活の上に生活せ
んとするものである。」（556）9）

成瀬は「山上の生活」で、「人工の美」と「自然の美」とを対比して、「人工の
美」は「自然の美」を超えることはできない、と語った。大自然を貫く「必然的
霊法（Mental law）」を「瞑想」即ち「自念」という方法によって感得すべきだ
と論じた。こうすることによって、人は「至上人格（Supreme Person）」と一体
化することができる。
「人生の困難、蹉跌、誤解は皆生活の旋律である。大自然の楽律である」（557）。
こう語って成瀬は前号で紹介したナイハルトの最後の詩を読み上げた。そして成
瀬はひきつづき、次のように語り、ヴァン・ダイクの SCHOOLという詩を読み
上げる。
「我れ等の友は大自然であり、我れ等の師も又大自然である。宇宙にありと
あらゆるものは皆我が兄弟であり我が肉親の一部である。山は自然の姿を表
はし川は宇宙の心を奏でゝ居る。人間がこの世界に於てものを学ぶといふこ
とは即ちこの宇宙の黙示を読み、その音楽を聞き、その鍛錬をうけることで
ある。我れ等の山上生活の幾週間に亘る修養の目的もこの意志を養ふに外な
らぬのである。」（558）
「規則」と「褒美」が支配する「此の世の学校」。そこで得たものは「苦痛」と
「煩悶」。おぼえた先生の名は「傲慢」、学ぶ知識は「虚偽」。これに対して「原野
の森の学校」こそ「私の楽しいホームである」。このように、いわば「人工の学
校」と「自然の学校」を対比した詩に、成瀬はあえて「我れ等の学校」という訳
語を当てた。成瀬は、既存の一般の学校を「Student for the school」と批判し、
自ら創設した学校を「School for the student」と称した。これをこの詩に重ねあ
わせたであろう。
成瀬の訳は原詩を敷衍して自在である。成瀬の、この詩に対する共感がよく
表れている。
原詩は詩集 Songs out of Doors収録の、「1901年春」と注記されたものであ
る 10）。
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本では 1921年に大日本文明協会刊行書の 1冊として、『亜米利加魂』と題して
翻訳出版された。
さらにヴァン・ダイクは、プリンストン大学時代のクラスメイトだったウィ
ルソン大統領によって 1913年にオランダ及びルクセンブルグ公使に任命され、
第一次世界大戦下のヨーロッパで米国民保護に尽力するなど外交官としても活動
した。
このようにヴァン・ダイクの才能は、まことに多彩な分野で発揮された。19

世紀末から 20世紀にかけて最も活躍したアメリカの知識人であり、文化人の一
人であったと言えよう。
ところで、彼の伝記を読んでいると、成瀬にも関わる、次のような意外な事
実に出会って、驚かされた。ダートマス大学学長となったタッカーの後任として、
アンドーヴァー神学校教授に選任されたというのである 6）。これは成瀬留学中の
1893年 3月のことで、同年 3月 18日の The New York Timesでも報じられた。
ヴァン・ダイク自身はこの人事に大いに乗り気のようであったが、彼が牧師をす
る長老派教会側の引きとめや健康上の理由もあって、結局、実現しなかった。そ
してその 7年後に母校プリンストン大学の教授となった、というわけである。
成瀬は、留学したばかりのアンドーヴァー神学校で、タッカーから研究面で多く
の影響を受け、また私的にも、病床でタッカーのみならずその妻の手厚い看護を
受けるなど多大な恩義を受けた。タッカーの後任にヴァン・ダイクが選任された
とき、成瀬の留学先はすでにクラーク大学に移っていたが、この事実を当時の成
瀬は知っていたかどうかは不明である。
ヴァン・ダイクはプリンストン大学卒業生にふさわしく、長老派教会の圏内
にとどまった、と言うべきかもしれない。しかし彼は同時に、自ら編んだエマソ
ンの論文集に、共感をこめた解説文を書くなど 7）、自由な思想の持ち主でもあっ
た。
もっとも、成瀬仁蔵がこのようなヴァン・ダイクの多面的な活動をどの程度
知っていたかは明らかではない。彼が魅かれたのは、何よりも、平明な言葉でつ
づられた、美しい韻律の詩そのものであったであろう。
ヴァン・ダイクは釣りを好み、自然の中で時を過ごすことを愛した。そして
しばしば「人は自然の一部分ではない。自然と融合して一体化しているのだ」と
語ったという 8）。こうした点にも、同じく自然を愛した成瀬と共通するところが
ある。
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に留学し、帰国後長老派教会の牧師となった。このようにヴァン・ダイクは、ナ
イハルトのように、少年時代に父に家出され母親一人の手で貧しい家庭に育ち
20歳になる前に数々の仕事を転々としたのとは異なり、しっかりした家庭のも
とで、順調な経歴を重ねたと言える。
ヴァン・ダイクに恵まれたのは、このような経歴だけではない。彼は多彩な
才能の持ち主で、作家であり評論家であり詩人でもあった。息子ターシャスの執
筆した伝記の巻末リストによると、1884年に 32歳で初めて刊行したThe Reality 

of Religion（『宗教の真実』）から、死の前年 1932年に趣味の釣りについて書い
た最後の著書A Creelful of Fishing Stories（『魚籠いっぱいの釣りの話』）に至る
まで、編著書だけでも 75冊あまりの多きにのぼる。小説類の多くはキリスト教
信仰にもとづく教訓的で寓話的なもので、文章は平明で挿絵も入るなど一般にも
親しみやすく、多くの人気を得た。なかでも 1896年刊行の The Story of the 

Other Wise Man4）は各国語に翻訳され、日本では『もう一人の賢者』などのタ
イトルで数種の翻訳があり、戦後には児童向けの絵本としても出版されている。
このほか、1919年に岩波書店から出版された中川景輝訳『史劇ナアマン』5）な
どをはじめ、日本語の翻訳も数多く、その多くは、キリスト教関係者によって翻
訳された聖書にもとづく話である。また石井桃子訳の「一握りの土」が、1936

年新潮社刊行の日本少国民文庫、山本有三編『世界名作選（二）』に収録されて
いるが、この本は美智子皇后が「子供時代の読書の思い出」で語ったことをきっ
かけに 1998年に復刊された。
ヴァン・ダイクの親しみやすい文は、今
日でも「名言集」などに採り上げられ、「山
上の生活」で成瀬が紹介した詩は、後述のよ
うに、バラードやロックに、あるいはゴスペ
ルソングとして映画に使われたりしている。
しかしヴァン・ダイクの才能はこれにと
どまるものではない。
彼は 1900年にプリンストン大学の英文学
教授に就任し、テニスンの詩集を編集解説し、
エマソンの論文集も編むなどして 1923年ま
でその職にあった。1908年から翌年にかけ
てはフランスに滞在しパリ大学などでアメリ
カ文学を講じ、この間行なった講演は The 

Spirit of Americaという本にまとめられ、日
The Poems of Henry van Dyke（1913
年版）巻頭の写真
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研究ノート

　　「軽井沢山上の生活」の詩について
 ─原詩を尋ねて─（下）

片桐　芳雄

1　ヘンリー・ヴァン・ダイク
前号で記したように、1917（大正 6）年夏に軽井沢三泉寮でおこなわれた成瀬
仁蔵校長の 10回講義「軽井沢山上の生活」（以下必要に応じて「山上の生活」
と記す）では、13編の詩が紹介された。そのうち第 4講から第 9講までの 5編
がジョン・G・ナイハルト（John Gneisenau Neihardt、1881-1973）のもの、第 9

講の 1編と最終の第 10講で紹介された 8編はすべてヘンリー・ヴァン・ダイク
（Henry van Dyke, 1852-1933）のものであった。
ヘンリー・ヴァン・ダイクはナイハルトと比べると本学ではなじみが深い。成
瀬は「山上の生活」で詩を朗読するさいに、幾度かその名前をあげているし、成
瀬の最もよく知られている下の写真の左手にある本はヴァン・ダイクの詩集であ
る 1）。またヴァン・ダイクは、成瀬死去約 1年後、1920（大正 9）年 6月に本
学を訪れて、後述のように大歓迎を受けている。
こうした事情もあって、ヴァン・ダイクの
著書は、成瀬文庫に 3冊、本学図書館には編
著を含めて 17冊（他に日本語訳本 4冊）もあ
る。これは日本の大学図書館の中ではかなり多
いほうである 2）。
ヘンリー・ヴァン・ダイクは、ナイハルト
よりもいろいろな意味で恵まれた人であった 3）。
彼の祖先は 17世紀半ばにオランダのアムス
テルダムからアメリカに移住し、祖父は医者、
父は長老派教会の牧師であった。1852年にペ
ンシルヴァニア州フィラデルフィアのジャーマ
ンタウンに生まれ、ニューヨークにある中等学
校を経て、プリンストン大学とプリンストン神
学校を卒業した。その後 2年間ベルリン大学

「ヴァンダイクの詩書を持てる先生
（大正七年六月）」（『成瀬先生記念帖』）
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9

　
入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
1
校
）
32
名
見
学
、
説
明

12
・
11

　
入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
1
校
）
37
名
見
学
、
説
明

12
・
19

　
文
京
ミ
ュ
ー
ズ
フ
ェ
ス
タ
2
0
1
3

（
於

　
文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
）
に
参
加

1
・
14

　
展
示
オ
ー
プ
ン
（
目
白
）

1
・
25

　
西
生
田
記
念
室
、
附
属
豊
明
小
学
校
音

楽
会
（
於

　
西
生
田
成
瀬
講
堂
）
に
つ
き
特
別

開
室
、
見
学
者
62
名

1
・
28

　
展
示
オ
ー
プ
ン
（
西
生
田
）

2
・
1
〜
3

　
入
試
期
間
中
11
時
よ
り
14
時
の
間
、

受
験
生
付
添
者
見
学
に
つ
き
特
別
開
館
、
見
学

者
合
計
69
名

2
・
15
（
土
）
西
生
田
記
念
室
、
附
属
中
学
校
新

入
生
保
護
者
会
に
つ
き
特
別
開
室
、
見
学
者
35

名
2
・
21

　
消
防
設
備
点
検
（
分
館
）

3
・
4

　
創
立
者
命
日
に
つ
き
特
別
開
館
、
見
学

者
49
名

3
・
12

　
電
動
書
架
定
期
点
検

3
・
19

　
展
示
オ
ー
プ
ン
（
西
生
田
記
念
室
）

3
・
20

　
西
生
田
記
念
室
、
大
学
卒
業
式
の
た
め

特
別
開
室
、
見
学
者
61
名

3
・
29
（
土
）　「
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
」
の
た

め
特
別
開
館
、
見
学
者
156
名

二
〇
一
三
年
度
の
成
瀬
記
念
館
運
営
委
員

佐
藤
和
人
館
長
（
学
長
）、
石
川
孝
重
家
政
学

部
長
、
永
村 

眞
文
学
部
長
／
成
瀬
記
念
館
担

当
理
事
、
山
田
忠
彰
人
間
社
会
学
部
長
、
今
市

涼
子
理
学
部
長
、
川
上
清
子
家
政
学
部
通
信
教

育
課
程
長
、
馬
場 

聡
教
養
特
別
講
義
１
委
員

会
委
員
長
、
小
山
高
正
教
養
特
別
講
義
2
委
員

会
委
員
長
、
島
崎
恒
藏
図
書
館
長
、
三
神
和
子

総
合
研
究
所
所
長
、
大
沢
真
知
子
現
代
女
性

キ
ャ
リ
ア
研
究
所
所
長
、
高
頭
麻
子
生
涯
学
習

セ
ン
タ
ー
所
長
、
若
林 

元
常
務
理
事
、
真
橋

美
智
子
附
属
中
高
担
当
理
事
（
副
学
長
）、
大

場
昌
子
附
属
幼
小
担
当
理
事
（
副
学
長
）、
後

藤
祥
子
桜
楓
会
理
事
長
、
吉
良
芳
恵
成
瀬
記
念

館
主
事

二
〇
一
三
年
度
成
瀬
記
念
館
構
成
メ
ン
バ
ー

館
長
・
佐
藤
和
人
、
主
事
・
吉
良
芳
恵
、
館

員
・
岸
本
美
香
子
（
主
任
）、
杉
崎
友
美
、
非

常
勤
・
梅
原
裕
香
（
10
月
よ
り
）、
大
門
泰
子
、

大
谷
美
枝
子
、
加
藤
き
よ
み
、
鯨
岡
詩
織
、
佐

久
間
妙
美
、
高
橋
未
沙
、
長
尾
順
子
（
9
月
ま

で
）、
山
本
文
子
（
1
月
ま
で
）
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博
物
館
実
習

二
〇
一
三
年
度
の
博
物
館
実
習
（
第
二
四
回
）

は
、
八
月
二
七
日
（
火
）
か
ら
九
月
三
日
（
火
）

ま
で
の
六
日
間
の
日
程
で
行
っ
た
。
実
習
生
は
、

住
居
学
科
一
名
、
日
本
文
学
科
一
名
、
史
学
科
二

名
、
文
化
学
科
一
名
、
人
間
社
会
研
究
科
教
育
学

専
攻
一
名
で
、
企
画
展
「
阿
部
次
郎
を
め
ぐ
る
手

紙
」
展
の
準
備
に
参
加
し
た
。

実
習
生
は
成
瀬
記
念
講
堂
や
分
館
、
雑
司
ヶ
谷

霊
園
を
め
ぐ
り
本
学
の
歴
史
を
学
ぶ
と
と
も
に
、

阿
部
次
郎
に
書
簡
を
送
っ
た
茅
野
雅
子
・
蕭
々
、

網
野
菊
、
平
塚
ら
い
て
う
等
に
関
す
る
資
料
を
調

査
、
解
説
パ
ネ
ル
を
作
成
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
展

示
作
業
等
の
学
芸
員
の
基
本
的
な
業
務
を
体
験
し

た
。

業
務
統
計

開
館
日
数
　
目
白
　
　
一
八
三
日

 

西
生
田

　
一
四
五
日

入
館
者
数
　
目
白
　
　
約
六
一
五
〇
人

 

西
生
田
　
約
一
五
〇
〇
人

資
料
提
供

学
園
史
関
係
質
問
受
付
お
よ
び
資
料
提
供

 

一
〇
五
件

出
版
・
映
像
の
た
め
の
資
料
提
供 

三
五
件

そ
の
他

『
成
瀬
記
念
館
二
〇
一
三

　
№
28
』
の
発
行

　

二
〇
〇
〇
部

『
日
本
女
子
大
学
史
資
料
集
第
五
│
（
六
）　
日
本

女
子
大
学
校
規
則

　
大
正
一
三
年
│
昭
和
二
年
三

月
』
の
発
行

　
一
五
〇
部

成
瀬
記
念
館
展
示
の
ご
案
内
（
二
〇
一
三
年
度
）

の
制
作

　
三
〇
〇
〇
部

図
録
『
阿
部
次
郎
を
め
ぐ
る
手
紙
』
の
発
行

　

三
〇
〇
部

図
録
『
激
動
の
時
代
を
生
き
て
│
高
良
と
み
』
の

発
行

　
五
〇
〇
部

　
ポ
ス
ト
カ
ー
ド
作
成

　

四
〇
〇
部

D
V
D
『
激
動
の
時
代
を
生
き
て
│
高
良
と
み
』

の
制
作

Ｄ
Ｖ
Ｄ
『
文
京
区
指
定
有
形
文
化
財
　
成
瀬
記
念

館
分
館
（
旧
成
瀬
仁
蔵
住
宅
）』
の
制
作

博
物
館
実
習
生
受
入
れ
（
六
名
）

研
修
等
参
加
（
研
究
会
：
全
国
大
学
史
資
料
協
議

会
東
日
本
部
会
二
〇
一
三
年
度
総
会
、
見
学
会
：

Preservation T
echnologies Japan

主
催
の

ブ
ッ
ク
キ
ー
パ
ー
見
学
会
、
そ
の
他
：
文
京

ミ
ュ
ー
ズ
ネ
ッ
ト
、
展
示
見
学
な
ど
）

資
料
の
収
集
・
整
理
・
保
存
・
媒
体
変
換

二
〇
一
三
年
度
展
示
一
覧

〔
成
瀬
記
念
館
〕

4
・
9
〜
6
・
8

シ
リ
ー
ズ
「
天
職
に
生
き
る
」　

 

成
瀬
仁
蔵
と
「
住
」
展

6
・
14
〜
7
・
31

軽
井
沢
夏
季
寮
の
生
活
│
戦
時
下
の
三
泉
寮
展

9
・
24
〜
12
・
21

阿
部
次
郎
を
め
ぐ
る
手
紙
展

1
・
14
〜
3
・
4

激
動
の
時
代
を
生
き
て
│
高
良
と
み
展

〔
西
生
田
記
念
室
〕

4
・
9
〜
5
・
21

シ
リ
ー
ズ
「
天
職
に
生
き
る
」

 

成
瀬
仁
蔵
と
自
然
科
学
教
育
展
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5
・
28
〜
7
・
31

軽
井
沢
夏
季
寮
の
生
活
│
戦
時
下
の
三
泉
寮
展

9
・
24
〜
12
・
20

故
郷
を
愛
す
、
国
を
愛
す
、
世
界
を
愛
す

 

│
上
代
タ
ノ
展

1
・
28
〜
2
・
28

日
本
女
子
大
学
の
お
ひ
な
さ
ま
展
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創
立
者
成
瀬
仁
蔵
の
生
き
方
を
様
々
な
切
り
口

か
ら
紹
介
す
る
シ
リ
ー
ズ
展
示
。
今
回
は
本
学
の

住
教
育
に
焦
点
を
当
て
た
。

ア
メ
リ
カ
留
学
時
代
か
ら
住
環
境
に
関
心
を
抱

い
て
い
た
成
瀬
は
、
本
学
設
立
時
か
ら
家
政
学
の

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
住
教
育
を
取
り
入
れ
た
。
そ
し

て
、
そ
の
住
教
育
を
よ
り
充
実
さ
せ
た
の
は
家
政

学
部
卒
業
生
の
井
上
秀
（
の
ち
第
四
代
校
長
）、

清
水
組
（
現
在
の
清
水
建
設
株
式
会
社
）
の
技
師

長
を
務
め
た
田
辺
淳
吉
、
早
稲
田
大
学
建
築
学
科

教
授
佐
藤
功
一
、
考
現
学
で
有
名
な
今
和
次
郎
で

あ
っ
た
。
講
義
で
使
用
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
や
、
佐

藤
功
一
設
計
の
明
桂
寮
の
図
面
等
を
展
示
し
た
。

ま
た
、
一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年
に
建
て
ら

れ
た
成
瀬
の
住
ま
い
で
あ
り
、
本
学
創
立
期
の
唯

一
の
遺
構
で
あ
る
成
瀬
記
念
館
分
館
を
紹
介
し
た
。

軽
井
沢
夏
季
寮
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
た

め
の
シ
リ
ー
ズ
展
示
。
今
回
の
テ
ー
マ
は
、
戦
時

下
の
学
童
集
団
疎
開
と
大
学
部
学
生
の
勤
労
動
員
。

一
九
四
四
（
昭
和
一
九
）
年
八
月
か
ら
一
年

二
ヶ
月
の
間
、
豊
明
小
学
校
児
童
の
う
ち
縁
故
先

の
な
い
者
た
ち
が
、
三
泉
寮
で
寝
起
き
を
共
に
す

る
集
団
疎
開
生
活
を
送
っ
た
。
そ
の
生
活
の
様
子

や
、
同
時
期
に
行
わ
れ
た
大
学
部
学
生
の
軽
井
沢

で
の
援
農
活
動
に
つ
い
て
紹
介
し
た
。

学
生
だ
け
で
な
く
、
疎
開
生
活
を
共
に
送
っ
た

元
教
員
や
卒
業
生
が
多
数
来
館
し
活
況
を
呈
し
た
。

展
示
の
記
録（
二
〇
一
三
年
度
）

●
成
瀬
記
念
館
（
目
白
）

「シリーズ “天職に生きる ”
成瀬仁蔵と「住」」展

2013.4.9（火）～ 6.8（土）

「軽井沢夏季寮の生活 戦時下の三泉寮」展
（目白） 2013.6.14（金）～7.31（水）、

および8.8・15・22・29
（西生田）5.28(火)～7.31(水)、および8.4

「阿部次郎をめぐる手紙」展
2013.9.24（火）～ 12.21（土）
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二
〇
〇
四
（
平
成
一
六
）
年
、
阿
部
次
郎
の
保

管
し
て
い
た
書
簡
が
阿
部
の
三
女 

大
平
千
枝
子

氏
に
よ
り
成
瀬
記
念
館
に
寄
託
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

二
〇
一
〇
年
に
は
青
木
生
子
元
学
長
・
名
誉
教
授
、

岩
淵
（
倉
田
）
宏
子
教
授
、
原
田
夏
子
元
専
任
講

師
に
よ
り
研
究
成
果
を
ま
と
め
た
『
日
本
女
子
大

学
叢
書
五

　
阿
部
次
郎
を
め
ぐ
る
手
紙
』
が
出
版

さ
れ
た
。

本
展
は
、
同
書
が
二
〇
一
二
年
に
山
形
県
酒
田

市
か
ら
「
第
二
九
回
阿
部
次
郎
文
化
賞
」
を
受
賞

し
た
こ
と
を
記
念
し
て
開
催
。
茅
野
雅
子
・
蕭
々
、

田
村
俊
子
、
平
塚
ら
い
て
う
、
湯
浅
芳
子
、
鈴
木

悦
等
の
書
簡
を
多
数
紹
介
し
た
。
こ
の
展
示
に
際

し
、
原
田
夏
子
先
生
に
多
大
な
る
ご
協
力
を
賜
っ

た
。

な
お
、
こ
の
展
示
で
は
博
物
館
実
習
生
が
解
説

パ
ネ
ル
の
一
部
を
作
成
し
た
。

一
〇
月
六
日
に
逝
去
さ
れ
た
本
学
第
一
〇
代
学

長
・
理
事
長
、
宮
本
美
沙
子
名
誉
教
授
の
大
学
葬

が
一
一
月
一
六
日
に
執
り
行
わ
れ
、
当
館
で
は
故

人
の
遺
品
や
写
真
等
を
集
め
た
追
悼
展
を
開
催
し

た
。
撮
影
日
時
や
場
所
が
丁
寧
に
書
き
込
ま
れ
た

ア
ル
バ
ム
や
愛
用
の
品
々
と
と
も
に
、
学
長
時
代

に
式
典
等
で
着
用
し
た
衣
服
も
展
示
さ
れ
た
。
会

場
内
に
は
式
典
で
挨
拶
さ
れ
る
宮
本
先
生
の
映
像

も
流
さ
れ
、
来
場
者
は
在
り
し
日
の
宮
本
先
生
に

思
い
を
馳
せ
、
故
人
を
偲
ん
だ
。

本
学
英
文
学
部
一
四
回
生
で
、
心
理
学
者
・
平

和
活
動
家
・
参
議
院
議
員
と
し
て
活
躍
し
た
高
良

と
み
を
取
り
上
げ
た
。
本
学
卒
業
後
に
米
国
に
渡

り
Ph.D.
（
博
士
号
）
を
取
得
、
女
性
研
究
者
と
し
て

本
学
で
教
鞭
を
と
る
傍
ら
、
タ
ゴ
ー
ル
や
ジ
ェ
ー

ン
・
ア
ダ
ム
ス
ら
と
平
和
思
想
を
共
に
し
、
平
和

運
動
に
参
画
し
た
。
戦
後
は
、
戦
中
に
結
果
と
し

て
戦
時
体
制
に
与
し
た
反
省
を
胸
に
、
女
性
の
地

位
向
上
と
平
和
を
掲
げ
て
女
性
初
の
参
議
院
議
員

の
一
人
と
な
っ
た
。
一
九
五
二
（
昭
和
二
七
）
年
、

国
交
未
回
復
の
旧
ソ
連
、
中
国
を
戦
後
初
め
て
訪

問
、
翌
年
に
は
在
華
邦
人
帰
還
事
業
で
中
心
的
な

役
割
を
果
た
す
な
ど
目
覚
ま
し
い
活
躍
を
と
げ
た
。

激
動
の
時
代
を
常
に
前
を
向
い
て
歩
み
続
け
た

九
六
年
の
軌
跡
を
五
つ
の
パ
ー
ト
に
分
け
て
紹
介
、

そ
の
生
涯
を
辿
っ
た
。

博物館実習の様子

「宮本美沙子追悼展」
2013.11.16（土）～ 28（木）

会議室の様子

「非戦を生きる―高良とみ展」
2014.1.14（火）～ 3.4（火）

高良とみ展ポスター
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創
立
者
成
瀬
仁
蔵
の
生
き
方
を
様
々
な
切
り
口

か
ら
紹
介
す
る
シ
リ
ー
ズ
展
示
。
今
回
は
、
成
瀬

が
本
学
の
理
科
教
育
の
た
め
に
招
聘
し
た
東
京
帝

国
大
学
教
授
長
井
長
義
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
。

徳
島
大
学
薬
学
部
か
ら
ご
提
供
い
た
だ
い
た
若

き
日
の
長
井
や
妻
テ
レ
ー
ゼ
の
写
真
、
長
井
が
死

去
の
前
年
に
揮
毫
し
長
く
香
雪
科
学
館
に
掲
げ
ら

れ
て
い
た
扁
額
、
授
業
で
使
用
し
た
ド
イ
ツ
の
ラ

イ
ツ
社
製
の
顕
微
鏡
等
を
展
示
し
た
。

上
代
タ
ノ
は
一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
に
日

本
女
子
大
学
校
英
文
学
部
を
卒
業
後
、
米
国
ウ
ェ

ル
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
に
留
学
、
帰
国
後
は
本
学
の
英

文
学
部
教
授
と
な
っ
た
。
そ
の
後
も
本
学
で
教
授

を
務
め
る
傍
ら
ミ
シ
ガ
ン
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学

に
留
学
し
、
一
九
五
六
（
昭
和
三
一
）
年
に
第
六

代
学
長
に
就
任
し
た
。

本
展
で
は
成
瀬
や
新
渡
戸
稲
造
と
の
交
流
が
う

か
が
え
る
書
簡
や
自
筆
の
原
稿
、
留
学
時
代
の
身

の
回
り
の
品
々
や
、
博
士
の
学
位
を
取
得
し
た
と

き
の
ガ
ウ
ン
、
婦
人
国
際
平
和
自
由
連
盟
会
長
時

代
の
資
料
、
受
賞
し
た
勲
章
等
を
展
示
し
た
。

恒
例
と
な
っ
た
「
お
ひ
な
さ
ま
展
」。
日
本
女

子
大
学
の
学
寮
や
、
卒
業
生
宅
な
ど
で
飾
ら
れ
て

き
た
明
治
・
大
正
・
昭
和
の
雛
人
形
を
展
示
し
て

い
る
。

七
段
飾
り
や
市
松
人
形
、
屏
風
、
家
政
学
部
の

授
業
で
と
り
あ
げ
た
ひ
な
ま
つ
り
の
ご
ち
そ
う
を

記
し
た
ノ
ー
ト
な
ど
を
展
示
し
た
。
そ
の
ほ
か
、

牛
若
丸
と
弁
慶
、
浦
島
太
郎
、
高
砂
な
ど
、
当
時

ひ
な
人
形
と
一
緒
に
飾
ら
れ
て
い
た
人
形
も
紹
介

し
た
。

●
西
生
田
記
念
室

「シリーズ “天職に生きる ”
成瀬仁蔵と「自然科学教育」展

2013.4.9（火）～ 5.21（火）

「故郷を愛す、国を愛す、世界を愛す
―上代タノ」展

2013.9.24（火）～ 12.20（金）

「日本女子大学のおひなさま」展
2014.1.28（火）～2.28（金）
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■
成
瀬
記
念
館
よ
り

昨
年
度
は
、
二
つ
の
大
き
な
企
画
展
示
を
開
催

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
が
「
阿
部

次
郎
を
め
ぐ
る
手
紙
展
」
で
す
。
青
木
生
子
・
岩

淵
（
倉
田
）
宏
子
・
原
田
夏
子
各
先
生
方
の
研
究

成
果
で
あ
る
『
阿
部
次
郎
を
め
ぐ
る
手
紙
』
が
、

二
○
一
二
年
に
酒
田
市
か
ら
「
阿
部
次
郎
文
化

賞
」
を
受
賞
し
た
こ
と
を
記
念
し
て
企
画
さ
れ
た

も
の
で
す
。
阿
部
次
郎
は
、
戦
前
の
学
生
の
必
読

書
と
言
わ
れ
た
『
三
太
郎
の
日
記
』
で
有
名
で
す

が
、
平
塚
ら
い
て
う
な
ど
本
学
出
身
者
と
の
交
流

を
示
す
多
く
の
書
簡
が
、
ご
子
孫
か
ら
成
瀬
記
念

館
に
寄
託
さ
れ
て
い
ま
す
。
生
の
書
簡
か
ら
は
書

き
手
の
人
柄
が
伝
わ
っ
て
き
て
、
う
っ
た
え
る
も

の
が
あ
り
ま
し
た
。
も
う
一
つ
が
「
激
動
の
時
代

を
生
き
て

　
高
良
と
み
展
」
で
す
。
こ
の
展
示
で

は
、
研
究
者
・
平
和
運
動
家
・
政
治
家
と
し
て
ス

ケ
ー
ル
の
大
き
い
活
動
を
な
さ
っ
た
高
良
と
み
像

を
再
発
見
し
、
魯
迅
や
タ
ゴ
ー
ル
、
ガ
ン
ジ
ー
と

の
交
流
な
ど
、
本
学
が
ア
ジ
ア
と
繋
が
っ
て
き
た

歴
史
を
追
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

な
お
展
示
図
録
を
ご
希
望
の
方
は
、
成
瀬
記
念

館
ま
で
ご
連
絡
を
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。 （
吉
良
）

今
年
の
一
〇
月
で
成
瀬
記
念
館
は
開
館
三
〇
年

に
な
り
ま
す
。
前
身
で
あ
る
「
成
瀬
記
念
室
」
か

ら
受
け
継
い
だ
成
瀬
仁
蔵
お
よ
び
学
園
史
資
料
を

中
心
に
収
蔵
資
料
目
録
を
編
纂
中
で
す
。
ま
た
今

年
は
、
成
瀬
の
住
ま
い
で
あ
っ
た
成
瀬
記
念
館
分

館
の
移
築
計
画
が
大
き
く
進
む
予
定
で
す
。
環
状

四
号
線
の
拡
幅
工
事
に
伴
い
、
現
在
の
場
所
で
の

公
開
は
間
も
な
く
終
了
と
な
り
ま
す
。 

（
岸
本
）

「
阿
部
次
郎
を
め
ぐ
る
手
紙
」
展
と
「
高
良
と

み
」
展
の
図
録
を
二
冊
制
作
し
ま
し
た
。
前
者
は

ほ
と
ん
ど
の
資
料
が
書
簡
、
後
者
は
書
簡
や
絵
画
、

衣
類
や
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
な
ど
の
日
用
品
と
い
っ

た
様
々
な
資
料
が
あ
り
ま
し
た
。
タ
イ
プ
の
違
う

図
録
を
作
る
の
は
大
変
で
し
た
が
、
図
録
が
出
来

上
が
っ
て
い
く
様
子
を
見
る
の
は
面
白
い
作
業
で

し
た
。 

（
杉
崎
）

昨
年
度
は
、
自
分
の
研
究
テ
ー
マ
で
あ
る
「
疎

開
」
を
題
材
に
し
た
「
戦
時
下
の
三
泉
寮
」
を
行

う
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
資
料
調
査
に
時
間
が
か

か
り
焦
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
附
属
小
学

校
や
卒
業
生
の
方
々
か
ら
も
資
料
を
お
寄
せ
い
た

だ
き
、
多
く
の
貴
重
な
資
料
を
展
示
す
る
こ
と
が

出
来
ま
し
た
。
今
後
も
一
つ
一
つ
の
仕
事
に
丁
寧

に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 （
高
橋
）
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