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1実
践
女
子
学
園
の
学
祖
下
田
歌
子
は
︑
ま
さ
に
時
代
の
寵
児
で
あ
っ
た
︒

﹃
京
都
新
聞
﹄︵
明
治
四
︵
一
八
七
一
︶
年
五
月
創
刊
︶
第
五
十
六
号
に
は
︑

明
治
六
︵
一
八
七
三
︶
年
一
月
と
い
う
宮
中
出
仕
か
ら
三
カ
月
足
ら
ず
の
極

め
て
早
い
段
階
で
︑
下
田
歌
子
を
紹
介
す
る
記
事
が
確
認
さ
れ
る
︒
お
そ
ら

く
︑
新
聞
紙
上
に
下
田
が
登
場
し
た
最
初
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

︙
︙
原
来
宮
中
女
官
ハ
華
族
並
ニ
旧
官
人
ノ
女
ノ
ミ
勤
仕
ス
ル
ニ
勢

幾
十
五
等
出
仕
拝
命
ス
ル
ハ
全
ク
能
歌
ノ
一
徳
ナ
リ
方
今
文
化
日
新
ノ

秋ト
キ

婦
女
子
ト
雖
モ
文
学
ニ
勉
励
セ
バ
閨
閤
ノ
模
範
ト
ナ
ラ
ン
ト
京
師
留

寓
ノ
旧
岩
村
士
族
某
ヨ
リ
伝
聞
ノ
侭
投
書
ス
一
月
十
一
日

こ
の
記
事
に
よ
る
と
︑
当
該
記
事
の
内
容
は
︑
下
田
の
出
身
で
あ
る
旧
岩

村
藩
︵
現
岐
阜
県
恵
那
市
岩
村
︶
の
士
族
某
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
と
の
こ
と

で
あ
る
︒
郷
土
の
偉
人
を
広
く
知
ら
し
め
た
い
と
の
目
的
が
あ
っ
た
と
推
測

さ
れ
る
が
︑
そ
れ
に
し
て
も
下
田
の
出
仕
が
︑
い
か
に
異
例
の
出
来
事
で
︑

衆
目
を
集
め
る
に
十
分
な
出
来
事
で
あ
っ
た
か
と
い
う
︑
当
時
の
状
況
を
顕

著
に
表
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
宮
中
女
官
と
し
て

勤
仕
す
る
に
は
華
族
並
び
に
官
人
の
女
︵
娘
︶
で
な
け
れ
ば
叶
わ
な
い
﹂
の

に
も
か
か
わ
ら
ず
︑﹁
歌
の
一
徳
﹂
に
よ
り
こ
れ
が
叶
え
ら
れ
た
︒
今
は
﹁
文

化
日
新
の
時
﹂
で
あ
る
か
ら
﹁
婦
女
子
と
雖
も
文
学
を
勉
励
す
れ
ば
閨
閤
の
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模
範
に
も
な
る
﹂
と
婦
女
の
指
標
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

明
治
十
二
︵
一
八
七
九
︶
年
十
一
月
﹃
明
治
英
銘
百
詠
撰
﹄︑明
治
十
四
︵
一

八
八
一
︶
年
四
月
﹃
明
治
英
明
百
人
首
﹄
に
は
︑﹁
平
尾
歌
子
︵﹁
ほ
と
も
な

き
﹂
の
一
首
︶﹂︑﹁
権
命
婦
平
尾
歌
子
︵﹁
つ
れ
つ
れ
と
﹂
の
一
首
︶﹂
そ
れ

ぞ
れ
の
名
で
入
集
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
著
名
な
鎌
倉
時
代
の
﹃
小
倉
百
人

一
首
﹄
に
倣
い
︑
当
代
の
有
名
歌
人
を
紹
介
す
る
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
が
︑

文
字
通
り
当
代
を
代
表
す
る
百
人
の
う
ち
の
一
人
に
選
ば
れ
て
い
る
︒﹃
小

倉
百
人
一
首
﹄
自
体
︑
女
流
歌
人
は
全
体
の
二
割
ほ
ど
に
す
ぎ
ず
︑
女
流
歌

人
の
歌
が
︑
そ
れ
に
採
ら
れ
る
の
は
存
外
に
少
な
い
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
れ

ら
の
明
治
時
代
に
編
ま
れ
た
﹃
百
人
一
首
﹄
に
お
い
て
も
同
じ
事
が
言
え
る
︒

女
流
歌
人
は
五
名
あ
る
い
は
十
名
程
度
の
入
集
に
留
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
︑

こ
こ
に
下
田
が
︑
そ
の
中
の
一
人
︵
一
首
︶
と
し
て
選
ば
れ
る
こ
と
は
︑
そ

の
名
が
喧
伝
さ
れ
て
い
た
証
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
平
尾
鉐
︵
下
田
歌

子
︶
は
︑
異
例
な
形
で
宮
中
出
仕
が
許
さ
れ
︑﹁
歌
子
﹂
の
名
を
賜
る
ほ
ど
の
︑

当
代
き
っ
て
の
宮
廷
﹁
歌
人
﹂
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
︒

し
か
し
︑時
を
経
た
明
治
四
十
三
︵
一
九
一
〇
︶
年
の
森
鷗
外
の
﹃
青
年
﹄

に
は
︑
お
そ
ら
く
下
田
が
モ
デ
ル
で
あ
ろ
う
と
想
定
で
き
る
以
下
の
一
文
が

見
受
け
ら
れ
る
︒

﹁
今
一
等
待
合
に
い
た
夫
人
は
︑
当
り
前
の
女
で
は
な
い
よ
う
で
し

た
が
︑
君
は
気
が
附
き
ま
せ
ん
で
し
た
か
︒﹂

﹁
気
が
附
か
な
く
て
︒
あ
れ
は
︑
君
︑
有
名
な
高
畠
詠
子
さ
ん
だ
よ
︒﹂

﹁
そ
う
で
す
か
﹂
と
云
っ
た
純
一
は
︑心
の
中
に
な
る
ほ
ど
と
頷
い
た
︒

東
京
の
女
学
校
長
で
︑
あ
ら
ゆ
る
毀
誉
褒
貶
を
一
身
に
集
め
た
こ
と
の

あ
る
人
で
あ
る
︒
校
長
を
退
い
た
理
由
と
し
て
も
︑
種
々
の
風
説
が
伝

え
ら
れ
た
︒
国
に
い
た
と
き
︑
田
中
先
生
の
話
に
︑
詠
子
さ
ん
は
演
説

が
上
手
で
︑
あ
る
目
的
を
以
て
生
徒
の
群
に
対
し
て
演
説
す
る
と
な
る

と
︑
ナ
ポ
㆑
オ
ン
が
士
卒
を
鼓
舞
す
る
と
き
の
雄
弁
の
面
影
が
あ
る
と

云
っ
た
︒
悪
徳
新
聞
の
あ
ら
ゆ
る
攻
撃
を
受
け
て
い
な
が
ら
︑
告
別
の

演
説
で
も
︑
全
校
の
生
徒
を
泣
か
せ
た
そ
う
で
あ
る
︒
そ
れ
も
一
時
の

感
動
ば
か
り
で
は
な
い
︒
級
ご
と
に
記
念
品
を
贈
る
委
員
な
ぞ
が
出
来

た
と
き
︑
ほ
と
ん
ど
一
人
も
そ
の
募
り
に
応
ぜ
な
か
っ
た
も
の
は
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
兎
に
角
英
雄
で
あ
る
︒
絶
え
ず
自
己
の
感
情
を

自
己
の
意
志
の
下
に
支
配
し
て
い
る
人
物
で
あ
ろ
う
と
︑
純
一
は
想
像

し
た
︒

﹁
女
丈
夫
だ
と
は
聞
い
て
い
ま
し
た
が
︑
一
寸
見
て
も
あ
れ
程
態
度

の
目
立
つ
人
だ
と
は
思
わ
な
か
っ
た
の
で
す
﹂

こ
の
﹁
高
畑
詠
子
﹂
が
下
田
歌
子
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
と
す
れ
ば
︑
先

に
述
べ
た
よ
う
な
歌
人
と
し
て
の
一
面
ば
か
り
で
は
な
く
︑す
で
に
﹁
英
雄
﹂

﹁
女
丈
夫
﹂
と
記
さ
れ
る
下
田
像
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒

作
者
森
鷗
外
は
本
名
﹁
森
林
太
郎
﹂
名
義
で
︑
越
後
高
田
藩
の
︑
西
園
寺

2
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公
望
篆
額
﹁
琴
臺
東
條
先
生
碑
﹂
の
碑
文
を
撰
し
て
い
る
︵
大
正
九
︵
一
九

二
〇
︶
年
九
月
︑
碑
文
に
は
下
田
に
も
触
れ
て
い
る
︶︒
東
條
琴
臺
は
︑
下

田
の
祖
父
に
あ
た
る
儒
学
者
で
︑
旧
越
後
高
田
藩
主
︑
榊
原
政
令
に
聘
せ
ら

れ
越
後
高
田
で
十
二
年
間
を
過
ご
し
て
い
る
︒
こ
う
い
っ
た
点
か
ら
も
︑
鷗

外
と
下
田
と
の
関
係
も
認
め
ら
れ
て
良
い
と
思
わ
れ
る
︒︵
東
京
大
学
﹁
鷗

外
文
庫
﹂
に
は
︑
鷗
外
自
筆
の
﹁
榊
原
政
岑
事
蹟
﹂︑﹁
古
今
史
料 

高
尾
考
﹂

な
ど
の
書
も
残
さ
れ
︑
有
名
な
高
尾
榊
原
事
件
に
つ
い
て
の
鷗
外
の
関
心
の

高
さ
も
う
か
が
え
る
︶︒

無
論
︑
事
実
に
基
づ
く
と
さ
れ
る
新
聞
記
事
と
︑
小
説
と
を
同
じ
俎
上
で

論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
し
か
し
︑
ど
ち
ら
も
が
︑
下
田
歌
子
を
第
三
者

が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
た
か
︑
下
田
が
ど
の
よ
う
な
印
象
で
見
ら
れ

て
い
た
か
を
現
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
︒す
な
わ
ち﹁
歌

人
﹂
と
し
て
の
側
面
が
色
濃
い
宮
中
出
仕
か
ら
︑
演
説
が
上
手
な
﹁
校
長
﹂

と
し
て
︑﹁
英
雄
﹂
と
さ
え
口
端
に
上
る
に
至
る
︑
下
田
歌
子
像
の
発
展
的

な
変
貌
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
一
女
性
の
成
長

と
い
う
枠
に
は
お
そ
ら
く
収
ま
り
き
れ
な
い
︑
下
田
歌
子
の
強
固
な
個
性
で

あ
り
︑
生
き
様
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

本
稿
は
︑
第
一
級
の
歌
人
で
あ
り
︑
時
と
し
て
英
雄
と
ま
で
称
さ
れ
た
下

田
歌
子
に
つ
い
て
︑
そ
の
源
泉
に
あ
る
も
の
は
何
か
︑
教
育
者
と
し
て
の
側

面
か
ら
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
︒

2明
治
維
新
に
よ
っ
て
︑日
本
の
伝
統
的
な
有
職
故
実
に
則
っ
た
﹁
宮
中
﹂
は

﹁
改
革
﹂
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
︒

従
来
︑
宮
廷
女
房
は
貴
族
や
尊
貴
な
出
自
で
あ
る
娘
た
ち
が
務
め
る
の
が

慣
例
で
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
明
治
の
改
革
時
に
あ
っ
て
は
﹁
宮
中
の
空
気

を
し
て
新
鮮
な
ら
し
め
む
為
侍
従
に
は
既
に
士
族
を
ま
じ
へ
た
り
女
官
に
も

亦
士
族
に
し
て
学
徳
備
は
り⎝
マ
マ
⎠坤

宮
御
文
事⎝
マ
マ
⎠御

あ
ひ⎝
マ
マ
⎠を

も
仕
奉
べ
き
人

無
き
か
﹂
と
の
要
請
が
あ
っ
た
︒
右
の
﹃
京
都
新
聞
﹄
が
驚
愕
を
も
っ
て
記

事
を
掲
載
し
た
の
は
︑
ま
さ
に
﹁
文
化
日
新
﹂
の
時
代
背
景
が
あ
り
︑
そ
れ

を
具
現
化
し
た
代
表
的
女
性
と
し
て
採
り
上
げ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
︒
下

田
歌
子
が
出
仕
を
許
さ
れ
た
宮
中
は
︑
ま
さ
に
そ
の
改
革
の
直
中
で
あ
っ
た
︒

下
田
の
生
涯
の
友
で
あ
る
税
所
敦
子
は
︑
明
治
六
歌
仙
の
一
人
に
数
え
ら

れ
る
ほ
ど
の
や
は
り
歌
人
で
あ
る
が
︑
税
所
も
ま
た
薩
摩
藩
士
族
の
出
身
で

あ
る
︒
楓
内
侍
と
も
呼
ば
れ
た
税
所
敦
子
は
︑
島
津
斉
彬
の
世
継
哲
丸
の
守

り
役
や
近
衛
家
の
老
女
と
し
て
の
経
験
も
あ
る
た
め
︑
下
田
と
同
一
例
と
は

考
え
難
い
の
だ
が
︑
こ
う
し
た
宮
中
改
革
の
一
環
と
し
て
参
内
が
許
さ
れ
る

気
風
が
あ
っ
た
事
実
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

結
果
か
ら
す
る
と
︑
後
に
教
育
者
と
し
て
歩
む
そ
の
道
は
︑
こ
の
よ
う
な

発
端
か
ら
し
て
︑
改
革
を
推
し
進
め
る
こ
と
が
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
た
よ
う

に
見
え
る
︒

4

5
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そ
れ
で
は
︑
宮
中
出
仕
か
ら
間
も
な
い
頃
︑
当
事
者
で
あ
る
下
田
自
身
は

女
官
と
し
て
の
日
常
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
出
仕
し

た
当
時
の
気
持
ち
を
詠
ん
だ
歌
が
︑
自
撰
歌
集
﹃
雪
の
下
草
﹄
に
︑

明
治
五
年
の
秋
始
め
て
宮
城
に
ま
う
の
ぼ
り
し
を
り
歌
よ
め
と
あ

り
け
れ
ば

敷
島
の
道
を
そ
れ
と
も
わ
か
ぬ
身
に
か
し
こ
く
渡
る
雲
の
か
け
橋

と
見
え
て
い
る
︒
参
内
す
る
や
い
な
や
歌
を
召
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
先

の
新
聞
の
﹁
和
歌
の
一
徳
﹂
に
よ
り
出
仕
を
拝
命
し
た
と
伝
え
る
記
事
が
裏

付
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
︒

ま
た
そ
の
一
端
を
下
田
の
﹃
濱
御
殿
に
候
し
て
﹄
と
題
す
る
短
い
随
筆
作

品
に
よ
り
推
し
は
か
っ
て
み
る
︒
こ
れ
は
︑
明
治
三
︵
一
八
七
〇
︶
年
︑
宮

内
省
の
管
轄
と
な
っ
た﹁
濱
御
殿
﹂︵
現
・
浜
離
宮
恩
賜
庭
園
︶を
︑明
治
六︵
一

八
七
三
︶
年
に
訪
れ
た
際
の
記
述
で
あ
る
︒

十
月
の
二
十
日
餘
り
五
日
に
か
あ
り
け
ん
︒
后
の
宮
︑
御
垣
の
外
な

る
言
の
葉
の
花
を
も
つ
ど
へ
て
み
そ
な
は
さ
む
と
て
︑
濱
殿
へ
渡
ら
せ

給
ひ
ぬ
︒
風
な
き
海
の
面
し
づ
か
に
︑
紫
立
ち
た
る
雲
の
け
は
ひ
︑
春

な
ら
ね
ど
も
い
と
の
ど
か
な
り
︒

下
田
は
う
ら
ら
か
な
秋
の
日
︑
后
に
誘
わ
れ
て
濱
御
殿
へ
同
行
す
る
機
会

を
得
た
︒﹁
か
ゝ
る
ほ
ど
に
蹄
の
音
高
う
聞
え
て
︑
は
や
う
御
車
は
着
か
せ

給
ふ
と
︑
つ
か
さ
人
達
西
東
に
打
ち
そ
よ
め
き
︑
け
い
め
い
し
歩
く
さ
ま
お

ご
そ
か
な
り
︒﹂
と
伺
候
す
る
人
々
の
様
子
が
そ
の
準
備
で
慌
た
だ
し
い
中

に
も
︑
お
ご
そ
か
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
︒
ま
た
﹁
お
ほ
ゆ

か
に
は
青
き
赤
き
あ
や
織
の
敷
物
し
き
︑
白
き
大
和
織
の
御
帳
な
ど
う
る
は

し
う
し
な
さ
せ
給
へ
り
︒
流
石
に
な
ま
め
い
た
る
女
房
達
の
す
き
か
げ
ほ
の

め
き
て
︑
白
妙
の
袿
衣
は
ま
だ
き
に
雪
の
色
を
う
ば
ひ
︑
紅
の
袴
は
な
ほ
入

日
の
影
を
と
ゞ
む
る
に
似
た
り
︒﹂
と
︑見
目
麗
し
く
誂
え
ら
れ
た
御
座
所
や
︑

優
美
な
女
房
た
ち
の
様
子
に
目
を
奪
わ
れ
て
い
る
︒

さ
ら
に
︑
こ
の
場
に
は
跡
見
花
蹊
ら
す
で
に
当
時
名
の
知
ら
れ
て
い
た
人

物
も
召
さ
れ
て
お
り
︑﹁
浦
秋
﹂
と
い
う
題
を
賜
っ
た
と
い
う
︒
下
田
は
︑

　

人
々
絵
島
︑
和
歌
の
う
ら
と
り
〴
〵
に
春
秋
の
情
趣
あ
つ
む
る
中
に
︑

あ
ま
の
子
の
み
筆
の
た
ち
ど
も
定
め
か
ね
て
た
ゞ
よ
は
し
げ
な
る
さ
ま

よ
︑
い
と
人
悪
か
り
け
ん
と
︑
打
ち
ひ
そ
ま
れ
ぬ
︒
か
の
ゑ
あ
は
せ
な

ら
ま
し
か
ば
︑
お
の
れ
ぞ
負
け
方
な
る
︒
あ
な
苦
し
と
打
ち
歎
き
て

お
も
白
く
見
ゆ
る
ゑ
し
ま
も
あ
る
も
の
を
た
ど
り
わ
づ
ら
ふ
歌
の
中
山

と
い
う
ぐ
あ
い
に
︑
あ
ま
り
上
手
く
絵
を
描
い
た
り
︑
歌
を
詠
ず
る
こ
と
が

で
き
な
い
︒
も
し
も
こ
れ
が
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
﹁
絵
合
巻
﹂
の
場
面
の
よ
う

7

8

9
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な
ら
負
け
方
に
な
る
︑
何
と
も
つ
ら
い
も
の
だ
︑
と
嘆
く
︒
い
さ
さ
か
卑
下

し
た
書
き
ぶ
り
で
あ
る
が
︑
お
そ
ら
く
緊
張
の
た
め
か
思
う
よ
う
に
振
る
舞

え
な
か
っ
た
様
子
が
見
受
け
ら
れ
る
︒
し
か
し
暮
れ
果
て
た
帰
り
道
で
は
︑

﹁
光
は
な
く
て
影
の
み
ほ
の
か
な
る
夕
月
の
さ
し
出
で
た
る
に
︑
物
ひ
さ
ぐ

家
々
の
火
影
に
も
︑
花
や
か
な
る
御
代
の
栄
え
は
し
る
か
り
け
り
︒﹂
と
安

寧
な
御
代
を
寿
ぐ
こ
と
を
忘
れ
て
は
お
ら
ず
︑
女
房
と
し
て
の
職
掌
意
識
が

確
実
に
芽
生
え
て
い
た
こ
と
を
知
ら
し
め
て
い
る
︒
そ
し
て
巻
末
に
は
︑

己
れ
は
今
日
ま
で
︑
見
も
し
ら
ざ
り
し
間
毎
々
々
の
玉
の
燈
火
き
ら

び
や
か
に
︑
磨
き
な
し
た
る
お
ほ
み
鏡
に
う
つ
る
を
見
る
も
︑
我
な
ら

ぬ
心
地
し
て
︑
か
し
こ
さ
嬉
し
さ
言
は
ん
方
な
し
︒

う
つ
ゝ
と
も
夢
と
も
わ
か
ず
幻
の
う
て
な
を
た
ど
る
心
地
の
み
し
て

因
に
記
す
︒
こ
は
己
れ
宮
仕
し
て
ま
だ
一
年
に
足
ら
ぬ
程
の
事
な
り
︒

と
あ
る
︒
今
日
ま
で
見
た
こ
と
も
な
か
っ
た
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
︑
恐
縮

し
な
が
ら
も
嬉
し
さ
は
言
い
様
も
な
く
︑
ま
る
で
夢
幻
の
よ
う
だ
と
い
う
時

を
過
ご
し
て
い
た
︒﹁
濱
御
殿
﹂
と
呼
ば
れ
た
離
宮
は
︑
も
と
旧
甲
府
藩
の

下
屋
敷
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
後
︑
将
軍
家
別
邸
︑

幕
末
の
幕
府
海
軍
伝
習
屯
所
を
経
て
︑
明
治
二
︵
一
八
六
九
︶
年
に
は
外
国

人
接
待
所
﹁
延
遼
館
﹂
と
な
っ
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
な
晴
れ
が
ま
し
い
場
に
︑

出
仕
し
て
間
も
な
い
︑年
若
い
下
田
が
同
道
を
許
さ
れ
︑感
激
と
驚
き
を
も
っ

て
そ
の
体
験
を
書
き
記
そ
う
と
し
た
︒
そ
の
心
情
は
想
像
に
あ
ま
り
あ
る
も

の
で
あ
ろ
う
︵﹁
因
に
﹂
以
下
の
一
文
は
︑
後
日
の
付
記
と
考
え
ら
れ
る
︶︒

3宮
中
に
お
い
て
︑
税
所
敦
子
と
い
う
心
強
い
先
輩
で
あ
り
︑
生
涯
の
知
友

を
得
た
こ
と
は
恵
ま
れ
た
幸
運
と
言
え
よ
う
︒
税
所
と
の
関
係
は
前
稿
に
お

い
て
述
べ
た
の
で
︑
こ
こ
で
く
だ
く
だ
し
く
筆
は
割
か
な
い
︒
そ
の
後
︑
出

仕
当
時
の
名
を
﹁
平
尾
鉐
﹂
と
し
て
参
内
し
た
下
田
が
︑
歌
人
と
し
て
確
固

た
る
地
位
を
築
い
て
い
く
こ
と
は
︑
後
年
﹁
歌
子
﹂
の
名
を
下
賜
さ
れ
た
著

名
な
逸
話
か
ら
も
広
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

下
田
歌
子
は
︑
明
治
十
二
︵
一
八
七
九
︶
年
︑
お
よ
そ
八
年
に
及
ん
だ
宮

中
生
活
を
経
て
拝
辞
し
た
︒
そ
し
て
明
治
十
七
︵
一
八
八
四
︶
年
︑
明
治
天

皇
皇
后
美
子
妃
の
思
召
に
よ
る
華
族
女
学
校
創
立
の
た
め
に
︑
宮
内
省
御
用

掛
と
し
て
再
び
公
の
場
に
登
場
す
る
︵﹃
実
践
女
子
学
園
一
〇
〇
年
史
﹄︶︒

こ
の
下
田
の
任
官
に
つ
い
て
は
︑
従
来
詳
ら
か
に
言
及
さ
れ
て
き
た
と
は
言

え
な
い
︒
下
田
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
要
職
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

も
ち
ろ
ん
宮
中
時
代
に
は
︑
そ
の
教
養
と
素
養
の
高
さ
は
認
め
ら
れ
て
い
た

で
あ
ろ
う
し
︑
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
歌
人
と
し
て
は
名
を
馳
せ
て
い
た
と

理
解
さ
れ
る
︒
宮
中
時
代
に
は
︑
碩
学
鴻
儒
の
御
進
講
を
陪
聴
す
る
機
会
も

得
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
︵﹁
宮
内
省
改
革
案
の
一
つ
と
し
て
︑
皇
后
・
女
官

10

11
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が
和
漢
古
今
西
洋
の
事
情
を
知
っ
て
時
勢
に
通
じ
る
必
要
性
か
ら
︑
平
素
よ

り
読
書
に
励
み
︑
天
皇
が
進
講
を
受
け
る
際
に
は
陪
聴
す
る
べ
き
で
あ
る
と

の
意
見
が
出
さ
れ
て
い
た
﹂
と
の
指
摘
も
あ
る
︒︶︑
ま
た
高
官
と
の
人
脈

が
培
わ
れ
た
こ
と
も
想
像
に
難
く
な
い
︒
し
か
し
︑
そ
れ
が
学
校
創
設
へ
向

け
て
の
任
官
に
直
結
す
る
と
は
考
え
難
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

当
時
︑
宮
内
卿
の
要
職
に
あ
っ
た
の
は
︑
参
議
で
も
あ
る
伊
藤
博
文
で
あ

る
︒
戊
辰
戦
争
直
後
の
極
め
て
早
い
段
階
で
︑
木
戸
孝
允
は
一
般
人
民
の
教

育
を
た
だ
ち
に
振
興
す
べ
き
と
主
張
し
た
︵﹁
普
通
教
育
の
振
興
を
急
務
と

す
べ
き
建
言
書
案
﹂
明
治
元
・
一
八
六
八
年
︶︒
伊
藤
も
﹁
人
々
ヲ
シ
テ
知

識
明
亮
タ
ラ
ム
可
シ
﹂︵﹁
国
是
綱
目
﹂︑
明
治
二
・
一
八
六
九
年
︶
と
述
べ

た
建
白
書
で
知
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
意
見
に
領
導
さ
れ
︑
男
子
の
教

育
制
度
は
明
治
十
二
︵
一
八
七
九
︶
年
﹁
教
育
令
﹂︑
明
治
十
三
︵
一
八
八

〇
︶
年
﹁
改
正
教
育
令
﹂︑明
治
十
四
︵
一
八
八
一
︶
年
﹁
中
学
校
教
則
大
綱
﹂

の
公
布
︑
明
治
十
九
︵
一
八
八
六
︶
年
の
﹁
中
学
校
令
﹂
制
定
と
着
実
に
整

い
つ
つ
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑女
子
の
教
育
制
度
は
明
治
三
十
二
︵
一
八
九
九
︶

年
の
﹁
高
等
女
学
校
令
﹂
の
公
布
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
︒

こ
の
女
子
教
育
の
黎
明
期
に
︑
伊
藤
の
心
中
に
あ
っ
た
の
は
何
か
︒
伊
藤

は
︑
同
郷
で
あ
っ
た
吉
田
松
陰
の
門
下
生
の
一
人
で
あ
る
︒
少
年
期
に
は
松

下
村
塾
に
学
び
︑
松
陰
か
ら
﹁
才
劣
り
︑
学
幼
し
︒
し
か
し
︑
性
質
は
素
直

で
華
美
に
な
び
か
ず
︑
僕
す
こ
ぶ
る
之
を
愛
す
﹂
と
評
さ
れ
︑﹁︵
伊
藤
︶
俊

輔
︑
周
旋
︵
政
治
︶
の
才
あ
り
﹂
と
言
わ
れ
て
い
る
︒

伊
藤
は
︑
師
・
吉
田
松
陰
が
遺
し
た
女
子
教
育
論
の
導
き
に
重
き
を
置
い

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
い
︒
安
政
六
︵
一
八
五
九
︶
年
十
月
︑
所
謂
安

政
の
大
獄
で
斬
首
さ
れ
た
︑こ
の
師
の
遺
骸
の
引
き
取
り
役
も
伊
藤
で
あ
っ
た
︒

吉
田
松
陰
は
︑
長
く
女
子
の
教
育
が
家
庭
に
委
ね
て
い
る
こ
と
を
疑
問
視

し
︑
女
学
校
の
創
設
を
提
唱
し
て
い
る
︒﹃
吉
田
松
陰
全
集
﹄
を
編
ん
だ
玖

村
敏
雄
は
︑
こ
の
松
陰
の
論
は
﹁﹃
凡
そ
生
を
天
地
間
に
稟
く
る
者
︑
貴
と

な
く
賎
と
な
く
︑
男
と
な
く
女
と
な
く
︑
一
人
の
逸
居
す
べ
き
な
く
一
人
の

教
な
か
る
べ
き
な
し
﹄
と
い
ふ
普
通
教
育
の
要
求
と
特
に
士
分
の
者
の
女
子

教
育
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
﹂
と
し
て
い
る
︒
吉
田
の
女

学
校
論
は
︑
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒

国
中
に
於
て
一
箇
の
尼
房
の
如
き
者
を
起
し
︑
女
学
校
と
号
し
︑
士

大
夫
の
寡
婦
︑
年
齢
四
五
十
以
上
に
て
︑
貞
節
素
よ
り
顕
は
れ
︑
学
問

に
通
じ
︑
女
工
を
能
く
す
る
者
数
名
を
選
挙
し
︑
女
学
校
の
師
長
と
な

し
︑
学
校
中
に
寄
宿
せ
し
め
︑
扨
て
士
大
夫
の
女
子
八
歳
若
し
く
は
十

歳
以
上
の
者
は
︑
日
々
学
校
に
出
だ
し
︑
願
に
因
り
て
は
寄
宿
も
許
し
︑

専
ら
手
習
・
学
問
・
女
功
の
事
を
練
熟
せ
し
む
べ
し
︒
教
法
極
め
て
厳

整
を
要
す
︒
曹
大
家
の
女
誡
に
︑
女
子
の
教
学
な
き
を
嘆
じ
て
︑
禮
に

八
歳
始
め
て
之
れ
に
書
を
教
ふ
︑
十
五
に
し
て
学
至
る
と
︒
独
り
此
れ

に
依
り
て
以
て
則
と
為
す
べ
か
ら
ざ
ら
ん
や
と
云
へ
り
︒
先
づ
吾
が
心

を
獲
る
と
云
ふ
べ
し
︒︵
中
略
︶
女
教
の
本
は
︑
恐
な
が
ら
君
公
の
後

12
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宮
よ
り
始
む
べ
し
︒
後
宮
へ
︑
貞
節
に
し
て
学
問
あ
る
︑
曹
大
家
や
宋

若
莘
・
若
昭
の
如
き
婦
女
を
得
て
後
宮
の
女
官
と
な
し

入
学
資
格
を
﹁
士
大
夫
の
女
子
﹂
と
限
っ
て
の
考
え
は
︑
男
子
の
藩
学
と

同
様
に
規
定
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑﹁
婦
人
書
を
読
む
は
男
夫
と
同

じ
か
ら
ず
﹂
と
も
述
べ
て
い
る
の
で
︑
お
そ
ら
く
こ
こ
で
い
う
学
問
も
︑
男

子
が
学
ぶ
漢
籍
を
主
と
す
る
も
の
で
も
な
い
だ
ろ
う
︒
修
業
年
数
の
規
定
に

も
触
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
︒
曹
大
家
が
﹃
礼
記
﹄
の
例
を
引
い
て
︑
男
子
が

八
歳
か
ら
書
を
習
い
十
五
歳
で
大
学
に
入
る
の
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
女
子
は
こ

れ
を
則
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
嘆
い
た
こ
と
を﹁
吾
が
心
を
獲
る
﹂

と
述
べ
る
の
は
︑
女
子
に
も
よ
り
高
い
教
育
の
必
要
を
感
じ
て
い
た
に
ほ
か

な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒

さ
て
︑右
の
一
文
で
注
目
す
べ
き
は
︑女
教
師
論
で
あ
る
︒吉
田
松
陰
は﹁
士

大
夫
の
寡
婦
︑
年
齢
四
五
十
以
上
に
て
︑
貞
節
素
よ
り
顕
は
れ
学
問
に
通
じ
︑

女
工
を
能
く
す
る
者
数
名
を
選
挙
し
︑
女
学
校
の
師
長
と
な
し
﹂
と
い
う
︒

ま
た
﹁
女
教
の
本
は
︑恐
な
が
ら
君
公
の
後
宮
よ
り
始
む
べ
し
︒﹂
と
提
言
し
︑

後
宮
へ
︑
曹
大
家
や
宋
の
若
莘
・
若
昭
の
如
き
﹁
貞
節
に
し
て
学
問
あ
る
婦

女
を
得
て
︑
後
宮
の
女
官
と
な
し
﹂
と
も
続
け
て
い
る
︒

華
族
女
学
校
創
立
前
夜
の
下
田
の
状
況
を
鑑
み
る
に
︑
少
し
く
若
年
で
は

あ
る
も
の
の
︑
吉
田
松
陰
の
考
え
に
照
ら
し
て
︑
ま
さ
に
適
任
と
い
え
る
の

で
あ
る
︒
宮
中
を
退
出
し
た
後
の
下
田
は
︑
教
育
の
現
場
へ
足
を
踏
み
出
し

て
い
た
︒
す
な
わ
ち
︑
下
田
学
校
︑
桃
夭
学
校
で
あ
る
︒
こ
の
私
塾
と
も
言

う
べ
き
私
立
女
学
校
の
最
初
の
門
下
生
と
言
わ
れ
る
︑
木
野
久
子
の
証
言
に

は
︵﹃
下
田
歌
子
先
生
伝
﹄︶︑﹁
お
嬢
さ
ん
が
た
は
割
合
少
な
く
︑
い
つ
も

お
見
え
に
な
る
お
弟
子
と
い
へ
ば
︑
伊
藤
公
爵
夫
人
︑
山
縣
公
爵
夫
人
︑
田

中
︵
光
顕
︶
子
爵
夫
人
︑
そ
の
ほ
か
大
臣
方
の
奥
様
た
ち
で
し
た
﹂
と
あ
る
︒

山
縣
有
朋
は
︑
伊
藤
と
同
郷
の
長
州
の
出
身
で
︵
高
杉
晋
作
が
創
設
し
た
奇

兵
隊
の
軍
監
で
も
あ
っ
た
︶︑第
一
次
伊
藤
内
閣
の
内
務
大
臣
の
要
職
に
あ
っ

た
︒
田
中
は
土
佐
勤
王
党
の
一
人
で
︑
脱
藩
後
は
高
杉
を
頼
っ
た
人
物
︑
や

は
り
第
一
次
伊
藤
内
閣
で
内
閣
書
記
官
長
を
務
め
て
い
る
︒
同
じ
く
木
野
に

よ
る
と
伊
藤
を
始
め
と
す
る
こ
う
し
た
高
官
た
ち
の
親
族
が
︑
下
田
の
学
校

で
国
文
︑
漢
学
︑
習
字
︑
時
に
は
裁
縫
や
琴
の
稽
古
な
ど
も
し
て
い
る
︒
す

で
に
下
田
の
学
校
は
︑
彼
ら
が
親
族
を
通
わ
せ
る
に
十
分
な
教
育
現
場
と
し

て
実
績
を
あ
げ
︑
相
応
の
信
頼
を
得
て
い
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
︒

明
治
十
八
︵
一
八
八
五
︶
年
九
月
︑
華
族
女
学
校
は
皇
后
美
子
妃
︵
後
の

昭
憲
皇
太
后
︶
の
令
旨
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
︒
明
治
十
︵
一
八
七
七
︶
年
︑

男
女
の
華
族
の
生
徒
を
教
育
す
る
目
的
で
創
設
さ
れ
た
学
習
院
が
︑
明
治
十

七
︵
一
八
八
四
︶
年
の
華
族
令
制
定
︑
華
族
就
学
規
則
制
定
な
ど
華
族
制
度

が
整
え
ら
れ
て
い
く
中
で
分
立
し
︑
華
族
女
子
の
た
め
の
学
校
が
必
要
と
さ

れ
た
の
で
あ
っ
た
︒
先
に
触
れ
た
よ
う
に
下
田
は
︑
こ
の
準
備
の
た
め
に
宮

内
省
御
用
掛
と
な
り
︑
次
い
で
幹
事
兼
教
授
︑
学
監
と
な
る
︒
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4文
化
や
教
育
に
お
い
て
西
欧
化
︑
近
代
化
は
急
を
要
し
て
お
り
︑
そ
の
象

徴
的
役
割
を
担
っ
た
の
は
︑皇
后
美
子
妃
で
あ
っ
た
︒
明
治
十
九︵
一
八
八
六
︶

年
二
月
の
皇
后
の
華
族
女
学
校
行
啓
で
は
︑
早
く
も
下
田
が
編
纂
し
た
宮
内

省
版
﹃
和
文
教
科
書
﹄
が
生
徒
に
下
賜
さ
れ
て
い
る
︒
翌
二
十
︵
一
八
八
七
︶

年
三
月
の
行
啓
で
も
同
じ
く
同
書
が
下
賜
さ
れ
て
い
る
︒皇
后
は
︑明
治
六︵
一

八
七
三
︶
年
十
一
月
の
開
成
学
校
へ
の
行
啓
を
皮
切
り
に
︑明
治
四
十
五
︵
一

九
一
二
︶
年
ま
で
四
十
年
間
︑
合
計
八
十
二
回
に
及
ぶ
行
啓
を
行
っ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
な
教
育
機
関
へ
の
行
啓
を
始
め
と
す
る
皇
后
の
奨
励
方
法
は
他
に
︑

学
校
へ
の
賜
金
︑
教
科
書
な
ど
の
編
纂
・
頒
布
な
ど
で
あ
る
︒
明
治
八
︵
一

八
七
五
︶
年
女
子
師
範
学
校
︑
同
十
二
︵
一
八
七
九
︶
年
鹿
児
島
女
子
師
範

学
校
へ
は
御
歌
﹁
ま
が
か
ず
ば
﹂
の
下
賜
︑
同
二
十
︵
一
八
八
七
︶
年
華
族

女
学
校
へ
は
御
歌
﹁
金
剛
石
﹂﹁
水
は
器
﹂
の
下
賜
も
な
さ
れ
て
い
る
︒
下
田

の
﹃
和
文
教
科
書
﹄
以
外
に
は
︑
皇
后
自
ら
西
村
茂
樹
に
編
纂
さ
せ
た
﹃
婦

女
鏡
﹄︵
明
治
二
十・二
十
一
年
下
賜
︶や
税
所
敦
子
の
歌
集﹃
御
垣
の
下
草
﹄︵
明

治
二
十
二
・
二
十
五
年
下
賜
︶︑
小
出
粲
が
著
し
た
明
治
天
皇
・
皇
后
の
行
幸

啓
の
紀
行
文
﹃
み
く
る
ま
の
あ
と
﹄︵
明
治
二
十
四
・
二
十
五
年
下
賜
︶
な
ど

で
あ
る
︒
こ
れ
ら
に
先
ん
じ
て
下
田
の
著
作
が
下
賜
さ
れ
た
こ
と
は
︑
皇
后

の
下
田
へ
の
信
頼
の
高
さ
が
窺
い
知
れ
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
︑
こ
の
教

科
書
が
担
う
期
待
と
役
割
が
大
き
か
っ
た
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
︒

5さ
て
こ
の
頃
︵
明
治
二
十
一
︵
一
八
八
八
︶
年
五
月
︶︑下
田
は
四
十
四
日

の
旅
に
出
て
お
り
︑
そ
の
旅
行
記
を
残
し
て
い
る
︒
末
尾
に
﹁
昨
日
ば
か
り

の
事
の
や
う
に
覚
ゆ
る
を
︑
旅
衣
重
ね
来
し
日
数
を
か
き
数
ふ
れ
ば
︑
は
や

う
既
に
四
十
四
日
が
程
に
ぞ
成
り
ぬ
る
︒﹂
と
記
し
︑﹃
四
十
四
日
の
記
﹄︵﹃
香

雪
叢
書 

第
一
巻
﹄︶
と
題
さ
れ
る
︒﹃
枕
草
子
﹄
な
ど
古
典
文
学
の
影
響
も

色
濃
く
認
め
ら
れ
る
流
麗
な
美
文
で
綴
る
旅
日
記
で
あ
る
︒
下
田
は
そ
の
前

年
︑
気
管
支
炎
を
患
っ
て
お
り
︵﹃
下
田
歌
子
先
生
伝
﹄︶︑
そ
の
療
養
方
々

関
西
方
面
へ
と
赴
い
て
い
る
︒
一
見
す
る
と
︑
ま
さ
し
く
病
気
療
養
の
た
め

の
母
と
同
行
し
た
旅
の
記
と
見
え
︑
ま
た
従
来
そ
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ

て
き
た
節
も
あ
る
の
だ
が
︑
こ
の
旅
の
記
録
を
詳
ら
か
に
す
る
と
︑
下
田
の

別
の
意
図
も
垣
間
見
え
て
く
る
︒

ま
づ
土
方
宮
内
大
臣
の
み
も
と
に
︑
し
ば
し
病
を
訪
ら
は
れ
つ
る
か

し
こ
ま
り
も
申
さ
ん
と
て
も
う
で
ゝ
︑
こ
と
の
序
に
か
う
〳
〵
と
漏
ら

し
聞
え
つ
れ
ば
︑
そ
は
い
と
よ
き
事
な
り
︑
病
が
ち
に
て
は
何
事
か
は

な
ら
ん
︑
且
は
各
地
の
女
学
校
な
ど
を
も
視
ば
︑
か
た
へ
は
公
の
御
た

め
に
も
こ
そ
な
ら
め
︒
速
か
に
思
ひ
た
ち
候
へ
と
あ
る
︒

こ
の
旅
行
は
︑
二
十
年
ぶ
り
に
故
郷
岩
村
を
母
と
と
も
に
訪
れ
た
も
の
と
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し
て
知
ら
れ
て
い
る
︒
末
尾
近
く
に
語
ら
れ
る
岩
村
訪
問
は
︑
時
の
流
れ
を

痛
感
し
つ
つ
も
極
め
て
感
動
的
で
﹁
身
の
幸
の
忝
け
な
さ
も
思
ひ
知
ら
る
﹂

も
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
冒
頭
に
記
さ
れ
る
︑
こ
の
旅
行
を
願
い
出

た
折
の
﹁
各
地
の
女
学
校
な
ど
を
も
視
ば
︑
か
た
へ
は
公
の
御
た
め
に
も
こ

そ
な
ら
め
︒﹂
と
い
う
土
方
久
元
︵
旧
土
佐
藩
士
︑
第
一
次
伊
藤
内
閣
に
入
閣

以
来
︑
宮
中
職
の
履
歴
が
多
い
︶
の
言
葉
に
も
注
目
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

つ
ま
り
︑
各
地
の
女
学
校
の
視
察
と
い
う
使
命
に
も
似
た
目
的
も
重
く
あ
っ

た
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
作
品
中
に
﹁
明
日
よ
り
大
阪
兵
庫
の
府
県
の
︑

女
学
校
に
も
の
せ
ん
と
︑
か
ね
て
お
き
て
た
れ
ば
﹂
と
書
い
て
い
る
の
で
︑
当

初
よ
り
こ
の
視
察
目
的
で
旅
程
が
組
ま
れ
て
い
た
可
能
性
す
ら
あ
る
︒

先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
皇
后
の
教
育
現
場
へ
の
行
啓
は
甚
だ
多
い
︒
皇
后

の
教
育
の
改
革
の
中
心
は
︑
華
族
女
学
校
と
東
京
女
子
師
範
学
校
で
あ
っ
た

が
︑
そ
の
行
啓
の
回
数
が
最
も
多
か
っ
た
た
め
に
︑
華
族
女
学
校
は
﹁
皇
后

の
学
校
﹂と
の
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
て
い
く
︒
し
か
し
︑そ
の
反
面
で
行
啓
先
は
︑

女
子
教
育
機
関
に
限
定
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
よ
り
幅
広
い
階
層
を
対
象
と
す
る

学
校
と
関
係
を
持
っ
て
い
た
事
実
が
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
皇
后
の
意
識
的
な
行

動
は
︑
少
な
か
ら
ず
下
田
へ
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で

は
な
か
ろ
う
か
︒
こ
の
旅
の
記
の
内
容
を
大
別
す
る
と
︑
次
の
よ
う
に
な
る
︒

︵
一
︶ 

学
校
視
察

︵
二
︶ 

滞
在
先
で
の
面
談
︑
歌
会
な
ど

︵
三
︶ 

名
所
・
旧
跡
を
訪
ね
て
の
感
慨

先
ず
︑
下
田
が
訪
問
し
た
主
な
学
校
を
以
下
に
あ
げ
る
︒

 

愛
知
女
学
校
︵
英
語
科
・
裁
縫
科
・
幼
稚
園
︶︑︵
愛
知
︶
師
範
学
校
・

附
属
小
学
校
︑
女
子
英
和
学
校
︑
岐
阜
師
範
学
校
附
属
小
学
校
︑
岐
阜
学

校
︵
高
等
尋
常
小
学
校
︶︑︵
京
都
︶
高
等
女
学
校
︑
盲
啞
院
︑︵
兵
庫
︶

尋
常
師
範
学
校
附
属
小
学
校
各
学
科
︑︵
大
阪
︶
高
等
女
学
校
︑
愛
敬
女

学
校
︑
梅
花
女
学
校
︑
大
阪
女
学
校
︑
堺
女
学
校
︑
相
愛
女
学
校
︑︵
滋
賀
︶

尋
常
師
範
学
校
附
属
小
学
校
女
子
部
︑
同
志
社
女
学
校
︑
岩
邑
小
学
校

下
田
は
︑
行
く
先
々
で
時
に
は
一
筆
と
求
め
ら
れ
た
り
︑
宿
に
も
対
面

を
求
め
る
人
々
が
多
い
こ
と
を
嘆
い
て
も
い
る
︒
お
そ
ら
く
︑
そ
う
し
た

人
々
と
の
対
応
に
は
︑
自
身
快
し
と
し
な
か
っ
た
こ
と
も
多
か
っ
た
と
推
測

さ
れ
る
の
だ
が
︑
お
よ
そ
二
十
校
に
及
ぶ
学
校
訪
問
は
︑
む
し
ろ
積
極
的
と

い
う
べ
き
で
︑
そ
れ
も
女
学
校
に
限
ら
れ
た
も
の
で
も
な
い
こ
と
は
看
過

す
べ
き
で
な
い
だ
ろ
う
︒
五
代
友
厚
の
後
室
ら
当
時
の
高
官
夫
人
と
面
談
し

た
り
︑
知
事
︑
師
範
学
校
の
校
長
︑
女
性
教
員
ら
と
意
見
を
交
わ
し
て
も
い

る
︒
例
え
ば
︑
名
古
屋
の
師
範
学
校
の
生
徒
に
は
﹁
其
の
姿
態
他
に
異
り
て
︑

勇
壮
の
気
満
ち
た
る
や
う
に
見
え
し
は
︑
全
く
教
育
の
然
ら
し
む
る
所
な
る

べ
し
︒﹂
と
述
べ
る
が
︑﹁
男
子
に
比
べ
て
は
︑
女
子
の
方
は
遙
に
立
ち
後
れ

て
ぞ
見
え
し
︒﹂
と
し
て
﹁
こ
も
今
の
知
事
の
︑
い
た
く
こ
ゝ
に
意
を
そ
ゝ

が
る
と
云
へ
ば
︑
早
晩
︑
好
結
果
を
得
る
時
あ
る
べ
し
︒﹂
と
続
け
て
い
る
︒

ま
た
︑
大
阪
で
は
﹁
府
下
の
富
と
人
口
と
に
合
わ
せ
て
は
︑
住
民
の
教
育
に

熱
心
な
る
が
稀
な
り
と
︑
そ
の
官
人
達
の
打
ち
歎
き
た
り
し
︑
思
ひ
合
す
れ

25
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ば
︑
げ
に
と
思
ふ
事
多
か
り
︒﹂
と
実
感
を
述
べ
る
︒

当
時
多
く
設
立
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
学
校
も
訪
問
し
て
い
る
︒
梅
花
女

学
校
で
は
︑
教
授
す
る
米
国
夫
人
た
ち
の
熱
心
さ
に
感
心
し
︑﹁
彼
の
国
の

人
は
遠
く
人
の
国
に
渡
り
て
だ
に
︑
道
の
為
に
斯
く
こ
そ
心
を
尽
く
せ
︒
況

ん
や
畏
こ
き
官
位
を
有
ち
︑
国
税
よ
り
す
る
俸
給
に
あ
き
て
︑
そ
の
道
に
あ

た
れ
る
我
等
が
つ
と
め
︑
豈
︑
軽
々
し
く
お
も
ふ
べ
き
か
な
ど
思
へ
ば
︑
背

に
汗
出
で
ゝ
面
さ
へ
赤
う
な
り
け
ん
か
し
︒﹂と
改
め
て
襟
を
正
し
て
も
い
る
︒

ま
た
下
田
は
後
年
︵
明
治
三
十
二
・
一
八
九
九
年
︶︑
実
践
女
学
校
・
及

び
附
属
慈
善
女
学
校
と
と
も
に
︑
女
子
工
芸
学
校
・
及
び
附
属
下
婢
養
成
所

を
創
設
す
る
が
︑
こ
の
旅
の
記
に
は
す
で
に
﹁
生
徒
が
物
し
た
り
と
云
ふ
押

絵
や
う
の
物
︑
殊
に
精
巧
を
極
め
た
り
︒
い
か
で
女
子
職
業
学
校
や
う
の
も

の
に
も
な
し
て
︑
こ
れ
が
販
路
を
求
め
ば
︑
一
つ
は
本
邦
の
美
術
を
勧
む
る

は
し
だ
て
と
も
な
り
ぬ
べ
き
を
な
ど
︑そ
こ
の
人
々
に
打
ち
語
ら
ひ
つ
︒︵
愛

敬
女
学
校
︶﹂
と
記
し
て
い
る
︒
女
子
職
業
学
校
を
企
図
す
る
発
言
で
あ
り
︑

女
性
の
経
済
的
自
立
を
目
論
む
姿
勢
が
窺
い
知
れ
る
記
述
で
あ
ろ
う
︒
京
都

府
下
の
盲
啞
院
を
訪
ね
﹁
生
徒
が
つ
く
れ
る
種
々
の
物
つ
ら
ね
た
る
所
に
導

る
︒
な
み
な
み
な
ら
ぬ
身
に
て
斯
く
も
出
で
つ
る
よ
と
思
ふ
に
︑
涙
も
と
ゞ

ま
ら
ず
︒﹂
と
記
す
が
︑こ
れ
も
後
年
の
愛
国
婦
人
会
の
設
立
︵
明
治
三
十
四
・

一
九
〇
一
年
︶
へ
と
発
展
し
て
い
く
意
志
の
芽
生
え
の
時
期
と
も
言
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

以
上
の
よ
う
に
︑﹃
四
十
四
日
の
記
﹄
に
は
ま
さ
に
下
田
が
実
際
に
視
察

し
た
時
の
様
子
と
率
直
な
意
見
な
ど
が
如
実
に
綴
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
こ
の
よ
う
な
女
性
の
手
に
な
る
旅
日
記
は
な
く

は
な
い
が
︑
そ
の
多
く
は
今
で
い
う
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
的
な
役
割
も
担
っ
て
い

た
部
分
が
否
め
な
い
︒
し
か
し
︑
下
田
の
こ
の
作
品
は
日
次
の
記
の
体
裁
を

と
っ
て
い
な
い
た
め
︑
例
え
ば
行
程
の
参
考
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
明

確
な
日
付
が
記
さ
れ
る
の
は
出
発
し
て
か
ら
の
数
日
で
︑
出
発
の
五
月
二
十

三
日
こ
そ
﹁
午
後
一
時
三
十
分
の
汽
車
に
辛
う
じ
て
乗
り
つ
る
︒﹂
な
ど
詳

細
だ
が
︑そ
の
後
は
﹁
次
の
あ
し
た
﹂﹁
ま
た
の
日
﹂﹁
次
の
日
﹂﹁
明
く
れ
ば
﹂

と
書
き
続
け
ら
れ
て
い
く
︒

ま
た
︑
こ
の
旅
に
は
︑
母
・
平
尾
房
子
も
同
行
し
て
お
り
︑
帰
路
四
日
市

よ
り
船
路
を
と
ろ
う
と
す
る
と
﹁
母
君
は
来
し
を
り
の
船
路
に
懲
り
給
ひ
し

か
ば
︑
引
き
別
れ
て
陸
路
を
帰
り
給
ふ
べ
し
と
て
︵
中
略
︶︑
此
の
日
頃
同

じ
所
に
起
き
臥
し
馴
れ
ま
つ
り
し
か
ば
︑
さ
す
が
に
た
ゞ
な
ら
ず
︒﹂
と
随
時

気
に
か
け
て
い
る
様
子
は
散
見
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
父
・
平
尾
鍒
蔵
に
つ
い
て

も
﹁
今
迄
見
つ
る
山
川
の
景
色
の
愛
た
か
り
し
程
も
︑
見
せ
奉
ら
ん
の
心
動

き
は
し
つ
れ
ど
︑
こ
ゝ
に
て
ぞ
諸
共
に
率
て
奉
ら
ぬ
憾
︑
遣
ら
ん
方
な
く
覚

え
し
︒﹂
と
︑
同
道
で
き
な
か
っ
た
事
を
悔
い
て
も
い
る
︒
一
見
す
る
と
︑
私

的
な
療
養
の
旅
の
記
録
の
よ
う
で
あ
る
が
︑
度
重
な
る
そ
こ
で
披
見
し
た
こ

と
の
詳
細
な
記
述
を
見
る
と
︑
そ
の
報
告
書
と
し
て
の
趣
き
が
強
い
こ
と
も

実
感
さ
れ
る
︒
自
己
目
的
に
終
始
す
る
も
の
で
は
な
く
︑
こ
の
よ
う
な
教
育・

女
子
教
育
に
関
心
が
高
い
読
者
を
想
定
し
て
書
い
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

26
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女
子
の
衣
装
や
髪
型
に
も
目
を
留
め
た
記
述
も
あ
る
︒﹁
此
の
県
に
は
︑

女
子
の
束
髪
し
た
る
だ
に
さ
ら
に
見
ざ
り
し
が
︑
こ
ゝ
な
る
は
み
な
束
髪
に

て
︑
洋
装
し
た
る
も
交
じ
れ
り
︵
愛
知
女
学
校
︶﹂︑﹁
女
子
は
︑
大
む
ね
束

髪
に
袴
着
た
り
︒
此
の
束
髪
は
︑
都
下
に
て
は
︑
幼
き
は
ふ
り
分
髪
の
ご
と

打
ち
垂
れ
た
る
︑
或
は
二
つ
に
三
つ
に
編
み
て
下
ぐ
る
事
に
て
︑
若
し
さ
ら

ぬ
も
︑
編
み
た
る
末
を
あ
げ
て
︑
紐
し
て
く
ゝ
る
事
な
る
が
︑
こ
ゝ
の
は
︑

齢
六
つ
七
つ
ば
か
り
な
る
も
︑
み
な
大
人
の
や
う
に
束
ね
た
れ
ば
︑
ふ
と
似

合
無
く
ぞ
見
え
し
︵
岐
阜
学
校
︶﹂︑﹁
洋
装
し
た
る
は
ま
れ
に
て
︑
大
方
は

常
の
衣
服
に
袴
着
た
る
な
り
︵
京
都
高
等
女
学
校
︶﹂︑﹁
生
徒
は
束
髪
し
た

る
が
多
く
て
︑
日
本
風
に
結
び
た
る
は
稀
れ
な
れ
ど
︑
大
方
尋
常
普
通
の
風

俗
に
て
︑
洋
装
し
た
る
も
︑
袴
は
き
た
る
も
少
な
し
︵
大
阪
高
等
女
学
校
︶﹂

な
ど
で
あ
る
︒

後
の
明
治
四
十
一
︵
一
九
〇
八
︶
年
︑
演
題
に
立
つ
下
田
を
活
写
し
た
記

事
に
は
﹁
頭
髪
は
い
は
ゆ
る
下
田
式
の
束
髪
で
︑
一
体
に
そ
れ
を
上
の
方
へ

あ
げ
て
結
び
︑
廂
も
髷
も
大
き
く
出
し
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
︑
頗
る
聴
衆
の
眼

を
惹
き
や
す
い
︒︵
小
野
田
翠
雨
﹁
第
一
流
の
価
値
充
分
︵
現
代
名
士
の
演

説
ぶ
り
︶﹂︶﹂
と
見
え
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
髪
型
や
所
謂
﹁
海
老
茶
式
部
﹂

と
称
す
る
女
学
生
風
俗
を
世
に
定
着
さ
せ
る
に
至
る
下
田
な
ら
で
は
の
着
目

点
で
あ
ろ
う
︒

出
発
後
ま
も
な
く
下
田
は
﹁
女
生
徒
は
︑
男
子
が
十
が
一
な
り
︑
名
古
屋

に
て
だ
に
︑
十
が
二
ば
か
り
に
は
過
ぎ
ざ
り
し
か
ば
︑
況
て
理
り
に
こ
そ
と

思
ふ
に
︑
こ
れ
か
ら
の
女
子
の
位
置
を
高
め
て
︑
欧
米
と
其
の
隆
を
競
は
ん

日
は
︑
な
ほ
い
と
遙
か
な
る
べ
し
︒
如
何
し
て
か
は
︑
過
不
及
な
き
淑
女
賢

婦
を
作
り
出
す
べ
か
ら
ん
な
ど
︑
ひ
と
り
心
の
中
に
思
ふ
︒﹂
と
そ
の
苦
し

い
心
情
を
吐
露
し
て
い
る
︒
そ
の
一
方
で
︑
行
く
先
に
お
い
て
﹁
女
子
教
育

の
心
ば
へ
説
き
聞
か
せ
よ
と
︑
請
は
れ
た
れ
ど
︑
例
の
い
た
つ
き
に
よ
り
辞

し
た
り
し
を
︑
さ
る
う
る
は
し
だ
ち
た
る
さ
ま
な
ら
で
も
︑
打
ち
解
け
た
る

ま
ど
居
に
︑
た
ゞ
一
言
だ
に
と
︑
切
に
請
は
れ
し
か
ば
︑
集
へ
る
人
々
の
問

ひ
に
答
へ
て
︑
一
言
二
言
︑
心
に
打
ち
思
ふ
事
︑
語
ら
ひ
出
で
つ
ゝ
︑
立

ち
帰
ら
ん
と
す
る
に
︑
せ
め
て
は
講
堂
に
掲
げ
ん
料
に
︑
こ
れ
に
一
筆
と

強
ひ
ら
る
ゝ
︵
相
愛
女
学
校
︶﹂︑﹁
教
育
の
事
一
言
説
き
て
よ
と
教
員
た
ち

の
請
ひ
し
か
ど
︵
岩
村
小
学
校
︶﹂
と
い
う
要
請
も
多
く
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
︒
お
そ
ら
く
今
後
の
教
育
の
方
途
に
お
い
て
迷
い
の
中
に
あ
っ
た
下
田

は
︑
全
編
に
お
い
て
積
極
的
に
要
請
に
対
応
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
︒
こ

の
時
の
下
田
に
は
︑
自
ら
の
教
育
論
を
披
瀝
す
る
様
子
は
見
受
け
ら
れ
な
い

の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
た
だ
一
箇
所
だ
け
例
外
が
あ
る
︒
そ
こ
に
は
︑
下
田

の
打
ち
解
け
た
様
子
が
う
か
が
え
る
︒
そ
れ
は
︑
奈
良
県
知
事
邸
を
︑﹁
ま

づ
速
く
訪
ら
は
ま
ほ
し
け
れ
ど
﹂と
望
ん
で
訪
ね
た
折
の
こ
と
で
あ
る
︒﹁
女

学
校
に
も
の
せ
ん
と
て
問
ふ
に
︑
此
の
県
は
設
け
ら
れ
し
日
の
浅
く
て
︑
何

も
〳
〵
整
は
ね
ば
見
ら
る
べ
き
も
無
し
︒
今
よ
り
勧
め
ん
女
子
教
育
の
方
法

は
如
何
し
て
か
は
︑
な
ど
言
は
る
ゝ
に
︑
心
隔
つ
べ
き
に
し
も
は
た
あ
ら
ぬ

あ
た
り
な
れ
ば
︑
心
に
打
ち
思
ふ
事
ど
も
打
ち
出
で
聞
ゆ
︒﹂
と
記
す
︒
時

27
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の
奈
良
県
知
事
は
税
所
篤
で
あ
る
︒
税
所
は
︑
西
郷
隆
盛
︑
大
久
保
利
通
と

と
も
に
薩
南
の
三
傑
と
よ
ば
れ
た
人
物
で
あ
り
︑
大
久
保
の
推
薦
で
西
日
本

の
県
令
・
県
知
事
を
歴
任
し
て
い
る
︒
前
任
の
堺
県
令
・
県
知
事
時
代
に
は
︑

女
工
場
︵
女
学
校
︶
や
教
科
書
の
出
版
な
ど
の
教
育
行
政
に
も
秀
で
て
い
た
︒

こ
の
対
談
の
詳
細
は
文
中
に
記
さ
れ
な
い
が
︑
こ
の
薩
摩
閥
の
重
鎮
を
前
に
︑

下
田
が
こ
れ
か
ら
の
女
子
教
育
に
つ
い
て
語
っ
た
こ
と
は
︑
今
後
の
教
育
現

場
の
青
写
真
を
描
き
整
理
す
る
ま
た
と
な
い
機
会
で
あ
っ
た
は
ず
で
︑
同
時

に
下
田
が
教
育
者
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
証
左
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る

︵﹁
こ
の
み
む
す
め
は
︑
わ
が
学
び
の
窓
に
も
在
し
て
︑
親
し
か
り
し
か
ば
︑

い
と
う
悦
び
て
待
ち
迎
へ
ら
る
︒﹂
と
教
え
子
の
親
で
も
あ
り
︑
歓
待
を
受

け
た
こ
と
が
知
ら
さ
れ
る
︶︒

ま
た
︑
こ
の
旅
の
記
は
六
十
余
首
の
歌
を
含
み
︑
歌
日
記
的
な
側
面
も
あ

る
︒
京
都
御
所
で
は
﹁
移
り
変
る
世
の
た
ゝ
ず
ま
ひ
と
は
言
ひ
な
が
ら
︑
我

が
輩
の
か
く
て
こ
ゝ
に
参
上
る
事
も
︑
た
ゞ
夢
の
様
に
て
︑
畏
く
ぞ
お
ぼ
ゆ

る
や
︒﹂
と
感
激
し

立
ち
帰
り
言
ば
捧
げ
ん
橘
の
花
は
む
か
し
の
香
に
匂
ひ
き
と

大
宮
の
花
橘
の
か
げ
に
来
て
ひ
と
り
血
に
な
く
ほ
と
ゝ
ぎ
す
か
な

と
詠
じ
て
い
る
︒
い
ず
れ
も
宮
中
に
奉
仕
す
る
我
身
の
光
栄
を
感
涙
を
も
っ

て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
︑﹁
桂
園
の
翁
聞
か
れ
た
ら
ん
に
は
︑
言
ひ
が
ひ
な

し
と
や
さ
げ
し
ま
れ
ぬ
べ
し
︒﹂
と
続
け
︑
桂
園
派
︵
御
歌
所
派
︶
の
中
心
的

歌
人
高
崎
正
風
が
聞
い
た
ら
︑
褒
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
︒

そ
の
高
崎
と
も
交
流
が
あ
り
︑
伝
統
文
化
の
維
持
復
興
に
つ
と
め
た
山
階

宮
︵
晃
親
王
︶
の
月
並
の
歌
会
も
記
録
さ
れ
て
い
る
︒
中
で
も
︑
か
つ
て
税

所
敦
子
の
局
に
も
い
た
と
い
う
石
井
み
つ
子
老
刀
自
の
︑

昔
だ
に
袖
狭
か
り
し
荒
栲
の
衣
と
と
も
に
身
ぞ
ふ
り
に
け
る

の
一
首
に
は
﹁
心
あ
は
れ
に
て
︑
歌
が
ら
も
殊
に
愛
た
く
ぞ
お
ぼ
え
し
︒﹂

と
感
動
し
︑
自
詠
の

綾
錦
た
ち
ゐ
に
つ
け
て
思
ふ
か
な
美
き
衣
き
た
る
身
の
か
し
こ
さ
を

の
一
首
は
﹁
さ
し
並
ぶ
べ
く
も
あ
ら
ず
︒
ま
こ
と
に
恥
か
ゞ
や
か
し
く
て
︑

こ
ゝ
に
記
さ
ん
も
い
と
わ
び
し
﹂
と
綴
っ
て
い
る
︒

総
じ
て
︑
こ
の
旅
の
記
か
ら
は
︑
当
時
の
下
田
の
置
か
れ
て
い
た
状
況
を

つ
ぶ
さ
に
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
当
初

か
ら
地
方
の
教
育
現
場
の
現
状
を
視
察
す
る
目
的
も
察
せ
ら
れ
た
︒

自
身
の
旅
の
記
と
し
て
︑
記
録
す
る
意
味
も
も
ち
ろ
ん
あ
ろ
う
が
︑
教
育

に
関
心
が
高
い
読
者
の
眼
を
意
識
し
た
記
述
も
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
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ろ
う
か
︒

さ
ら
に
気
づ
か
さ
れ
る
点
が
あ
る
︒
先
に
見
た
よ
う
に
︑
所
謂
維
新
の
際

の
勤
王
の
志
士
た
ち
と
の
関
連
は
深
い
︒
例
え
ば
︑
嵐
山
を
訪
ね
た
際
﹁
天

龍
寺
に
は
︑
維
新
前
か
の
蛤
御
門
事
件
よ
り
少
し
前
つ
方
︑
此
処
に
長
州
藩

士
の
屯
せ
り
な
ど
聞
く
︒
感
慨
浅
か
ら
ず
﹂
と
記
す
︒
ま
た
﹁
八
坂
の
堂
の

あ
た
り
よ
り
高
台
寺
の
故
木
戸
公
の
墓
所
な
ど
も
遙
か
に
拝
み
て
﹂
と
も
記

す
︒
そ
の
一
方
で
︑
黒
谷
︵
金
戒
光
明
寺
︶
に
参
っ
た
際
に
は
︑
総
門
の
松

の
見
事
さ
や
︑
熊
谷
蓮
生
の
鎧
掛
松
な
ど
を
観
て
の
感
想
に
終
始
す
る
の
み

で
あ
る
︒
黒
谷
は
︑
旧
会
津
藩
京
都
守
護
職
の
本
陣
が
置
か
れ
た
こ
と
で
知

ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
事
に
は
一
切
触
れ
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
下
田
の
執
筆
姿
勢
は
重
要
視
す
べ
き
で
は
な
い
か
︒
こ
の
道
の

記
が
︑
自
身
の
単
な
る
旅
の
記
と
し
て
綴
ら
れ
た
の
で
は
な
く
︑
あ
る
種
の

視
察
報
告
と
し
て
の
意
味
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︑
と
思
う
の
で
あ
る
︒

ま
た
皇
后
の
事
蹟
は
主
に
︑
教
育
の
他
︑
殖
産
︑
社
会
事
業
の
振
興
と
発

展
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
旅
の
記
の
巻
末
近
く
で
故
郷
岩
村
を
訪
ね
︑﹁
流

石
に
嬉
し
き
事
な
り
﹂
と
素
直
に
綴
る
が
︑﹁
惣
じ
て
此
の
地
は
︑
は
や
く

よ
り
養
蚕
の
業
営
む
者
少
な
か
ら
ざ
り
し
が
︑
歳
月
に
添
へ
て
︑
い
と
ゞ
多

く
成
り
ぬ
と
伝
へ
聞
き
し
が
︑
げ
に
桑
苗
の
生
ひ
た
ち
他
に
す
ぐ
れ
た
り
︒

︵
中
略
︶
輸
出
も
年
々
に
殖
え
て
行
く
よ
し
︑
最
と
〳
〵
嬉
し
き
事
な
り
︒﹂

と
皇
后
の
意
思
に
添
う
よ
う
な
一
文
も
あ
る
︒

先
に
掲
げ
た
︑
皇
后
か
ら
の
下
賜
の
書
物
の
中
に
︑
小
出
粲
の
﹃
み
く
る

ま
の
あ
と
﹄︵
明
治
二
十
三
年
五
月
識
語
︶
が
あ
っ
た
︒
こ
の
書
は
︑
明
治

二
十
三
︵
一
八
九
〇
︶
年
四
月
か
ら
五
月
に
行
わ
れ
た
︑
明
治
天
皇
・
皇
后

の
京
都
・
奈
良
・
兵
庫
行
幸
啓
の
様
子
を
︑
こ
れ
に
供
奉
し
た
御
歌
所
勤

務
宮
内
属
で
あ
り
︑
後
に
は
寄
人
と
な
る
小
出
が
記
録
し
た
紀
行
文
で
あ

る
︒
御
歌
所
の
所
長
で
あ
っ
た
高
崎
正
風
や
税
所
敦
子
︑
柳
原
愛
子
ら
の
歌

も
織
り
交
ぜ
ら
れ
て
い
る
︒
書
名
は
︑
高
崎
の
詠
ん
だ
﹁
こ
の
春
の
夢
の
こ

て
ふ
は
い
で
ま
し
の
花
み
く
る
ま
の
あ
と
や
お
ふ
ら
ん
﹂
の
歌
か
ら
採
ら
れ

て
い
る
︒
そ
の
跋
文
に
よ
れ
ば
︑﹁
此
日
記
︑
こ
た
び
活
版
に
す
べ
き
よ
し
︑

お
ほ
せ
ご
と
あ
り
︒﹂
と
あ
る
の
で
︑
も
と
小
出
の
日
記
で
あ
っ
た
も
の
を
︑

皇
后
の
﹁
お
ほ
せ
ご
と
﹂
に
よ
り
刊
行
さ
れ
た
事
情
が
知
ら
さ
れ
る
︒

こ
の
よ
う
な
事
を
鑑
み
る
に
︑
下
田
が
こ
の
旅
か
ら
帰
還
し
た
折
に
は
︑

そ
の
記
録
と
し
て
︑
範
囲
は
限
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
が
︑
当
時
の
高
官
や
宮
中

の
人
々
の
間
で
読
ま
れ
る
事
が
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
右
に
見
て
き

た
よ
う
に
︑そ
れ
も
想
定
し
た
下
田
の
書
き
ぶ
り
と
も
受
け
取
れ
る
の
で
あ
る
︒

6下
田
歌
子
の
主
家
で
あ
っ
た
明
治
天
皇
妃
皇
后
美
子
は
︑﹁
近
代
の
皇
后
﹂

と
言
わ
れ
る
︒
明
治
時
代
の
幕
開
け
と
と
も
に
︑
急
速
に
近
代
的
な
国
際
化

が
進
む
日
本
を
具
現
す
る
一
つ
の
象
徴
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
東
京
女
子

師
範
学
校
の
開
校
を
前
に
し
て
の
皇
后
の
方
針
は
︑﹁
女
子
の
学
問
は
子
供
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に
対
す
る
教
育
の
基
礎
に
な
る
の
で
お
ろ
そ
か
に
す
べ
き
で
は
な
い
﹂
で

あ
っ
た
︒﹁
皇
后
の
分
身
﹂
と
も
言
わ
れ
た
下
田
は
︑
良
妻
賢
母
と
し
て
の

女
子
教
育
を
領
導
し
た
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
︒
確
か
に
下
田
の
著
作

に
は
﹁
良
妻
賢
母
﹂
の
文
言
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
は
事
実
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
下
田
に
お
い
て
こ
の
意
味
を
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
︑
よ
り
深
く
︑

ま
た
慎
重
に
検
討
を
重
ね
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
受
容
の
仕
方
に

は
一
種
の
﹁
ね
じ
れ
﹂
が
生
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
例

え
ば
︑
下
田
の
門
下
生
で
あ
り
︑
時
事
新
報
の
記
者
と
な
っ
た
大
澤
豊
子
の

証
言
に
聴
こ
う
︵﹁
永
田
町
時
代
の
下
田
先
生
﹂︶︒

明
治
三
十
二
︵
一
八
八
九　

稿
者
注
︶
年
社
会
は
今
日
と
全
く
事

情
を
異
に
し
て
ま
だ
女
子
の
職
業
に
就
く
こ
と
を
侮
辱
し
た
時
で
あ

る
︑
女
子
職
業
の
門
扉
は
堅
く
閉
さ
れ
て
居
た
時
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
︑

私
は
時
事
新
報
の
記
者
と
な
っ
た
︒︵
中
略
︶
私
が
進
ん
で
男
性
の
中

に
突
入
し
て
就
職
し
た
の
は
︑
全
く
先
生
が
﹁
女
子
職
業
の
開
拓
の
為

め
に
奮
発
せ
よ
︑
時
事
新
報
な
ら
ば
必
ず
福
澤
先
生
の
余
薫
が
あ
ら
う
︑

先
生
は
婦
人
の
擁
護
者
で
あ
る
︑︵
中
略
︶
事
あ
る
と
き
は
毅
然
と
し

て
立
て
︙
︙
﹂
と
激
励
さ
れ
た
︵
中
略
︶
当
時
上
流
婦
人
の
教
育
に
従

事
さ
れ
た
先
生
は
︑
又
か
く
一
般
婦
人
の
往
く
べ
き
道
も
︑
時
代
に
率

先
し
て
指
導
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
︒

こ
の
発
言
に
よ
れ
ば
︑
む
し
ろ
積
極
的
に
女
性
の
社
会
進
出
を
促
し
て
い

る
下
田
が
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
振
り
返
る
に
︑
本
稿
冒
頭
で
紹

介
し
た
力
強
い
下
田
像
と
重
な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

7明
治
二
十
六
︵
一
八
九
三
︶
年
︑
下
田
は
欧
州
視
察
へ
赴
い
て
い
る
︒
華

族
女
学
校
で
女
子
教
育
の
現
場
に
た
ち
︑
そ
の
最
前
線
に
あ
っ
て
領
導
し
て

き
た
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
が
︑
西
欧
化
の
す
す
む

国
内
に
あ
っ
て
︑
そ
れ
は
避
け
て
は
通
れ
な
い
状
況
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ

る
︒
従
来
︑
こ
の
二
年
間
に
及
ぶ
視
察
に
よ
っ
て
︑
下
田
は
よ
り
広
い
階
層

の
人
々
の
教
育
の
重
要
性
の
目
を
開
か
れ
た
と
さ
れ
て
き
た
︒
無
論
︑
チ
ェ

ル
ト
ナ
ム
・
㆑
デ
ィ
ー
ズ
・
コ
㆑
ッ
ジ
の
ド
ロ
シ
ア
・
ビ
ー
ル
校
長
と
の
邂

逅
を
初
め
と
す
る
生
活
や
︑
有
名
な
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
と
の
謁
見
な
ど
の

経
験
は
衝
撃
的
で
あ
っ
た
と
想
像
す
る
に
は
あ
ま
り
あ
る
︒
し
か
し
︑
右
で

確
認
し
た
と
お
り
︑
そ
う
い
う
思
い
は
か
な
り
早
く
︑
華
族
女
学
校
時
代
か

ら
芽
生
え
て
お
り
︑
む
し
ろ
そ
の
考
え
方
が
︑
海
外
渡
航
で
下
田
の
信
じ
る

道
と
し
て
確
認
さ
れ
た
部
分
が
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

こ
の
欧
米
視
察
︑
帰
国
後
の
下
田
の
教
育
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
く
必
要

が
あ
る
が
︑
も
は
や
紙
面
も
尽
き
た
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
今
後
別
稿
を
準

備
す
る
し
か
な
い
︒
本
稿
で
は
︑
宮
中
出
仕
か
ら
女
子
教
育
の
先
頭
に
立
つ

29

30
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に
至
る
下
田
歌
子
の
教
育
活
動
を
主
と
し
て
書
き
残
し
た
文
藻
か
ら
確
認
し

て
み
た
︒

国
内
の
幅
広
い
教
育
機
関
を
視
察
す
る
下
田
は
︑
真
摯
に
し
て
情
熱
的
で

あ
り
︑
皇
后
を
は
じ
め
開
明
的
な
人
々
と
協
力
し
て
新
し
い
女
子
教
育
の
擁

立
の
た
め
に
邁
進
し
て
い
た
︒
欧
米
視
察
前
後
で
下
田
の
教
育
観
が
大
き
く

変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

■
注

1 

小
林
修
﹁
下
田
歌
子
の
宮
中
出
仕
と
〝
歌
子
〟　

名
下
賜
前
後
の
考
察
﹂

︵﹁
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
﹂復
刊
第
五
十
号
︑平
成
二
十
五
年
十
一
月
︶︒

2 

注
1
に
同
じ
︒

3 

﹁
普
請
中　

青
年
﹂︵﹃
森
鷗
外
全
集
2
﹄
筑
摩
書
房
︑
平
成
七
年
七
月
︶︒

 

同
書
は
﹁
モ
デ
ル
は
下
田
歌
子
︵
一
八
五
四
―
一
九
三
六
︶︒
歌
子
は
歌

人
・
教
育
家
︒
学
習
院
女
学
部
校
長
︑
帝
国
婦
人
協
会
会
長
を
つ
と
め

た
︒﹂
と
注
記
し
て
い
る
︒
な
お
︑
湯
浅
茂
雄
も
講
演
会
﹁
下
田
歌
子
に

学
ぶ
﹂︵
実
践
桜
会
仙
台
支
部
﹁
み
ち
の
く
会
﹂
主
催
︑
平
成
二
十
六
年

九
月
︶
に
於
い
て
︑
下
田
を
モ
デ
ル
に
し
た
意
義
を
掘
り
下
げ
て
い
る
︒

4 

東
京
大
学
図
書
館
・
情
報
基
盤
セ
ン
タ
ー
︑
鷗
外
文
庫
書
入
れ
本
画
像

デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
︒

5 

﹁
こ
ゝ
ろ
の
華
︵
第
三
巻
第
二
︶﹂︵
明
治
三
十
三
年
二
月
︶︵
拙
稿
﹁
下

田
歌
子
の
和
歌
教
育

―
人
生
と
和
歌

―
﹂﹁
女
性
と
文
化
﹂
第
二
号
︑

平
成
二
十
八
年
三
月
︶︒

6 

注
5
拙
稿
に
同
じ
︒

7 

下
田
歌
子
著
作
集
﹃
香
雪
叢
書 

第
二
巻
﹄
実
践
女
学
校
出
版
部
︑
昭
和

七
年
十
二
月
︒

8 

注
1
に
同
じ
︒
小
林
は
︑歌
子
名
下
賜
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
︑こ
の﹁
敷

島
の
﹂
の
歌
︑
あ
る
い
は
﹁
う
れ
し
さ
を
包
む
袂
に
こ
ぼ
る
る
は
恵
の

つ
ゆ
の
あ
ま
り
な
る
ら
ん
﹂
の
歌
を
含
む
二
首
と
指
摘
し
て
い
る
︒

9 

下
田
歌
子
著
作
集
﹃
香
雪
叢
書 

第
一
巻
﹄
実
践
女
学
校
出
版
部
︑
昭
和

七
年
十
一
月
︒

10 

注
5
拙
稿
に
同
じ
︒

11 

実
践
女
子
学
園
一
〇
〇
年
史
編
纂
委
員
会
︑
平
成
十
三
年
三
月
︒

12 

真
辺
美
佐
﹁
昭
憲
皇
太
后
の
教
育
奨
励
に
関
す
る
再
検
討
﹂︵﹁
明
治
聖

徳
記
念
学
会
紀
要
﹂
復
刊
第
五
十
号
︑
平
成
二
十
五
年
十
一
月
︶︒

13 

佐
藤
秀
夫
﹁
近
代
教
育
の
発
足
﹂︵﹃
岩
波
講
座 

現
代
教
育
学 

第
五

巻　

日
本
近
代
教
育
史
﹄
岩
波
書
店
︑
昭
和
三
十
七
年
二
月
︶︒

14 
注
13
に
同
じ
︒

15 
﹁
吉
田
松
陰
の
思
想
と
教
育
﹂
岩
波
書
店
︑
昭
和
十
七
年
二
月
︒

16 

﹃
吉
田
松
陰
全
集　

第
三
巻
﹄︵
山
口
県
教
育
会
︑
岩
波
書
店
︑
昭
和
十
年

三
月
︶



116女性と文化 第3号

17 

注
16
に
同
じ
︒

18 
注
16
に
同
じ
︒

19 
故
下
田
校
長
先
生
伝
記
編
纂
所
︑
昭
和
十
八
年
十
月
︒

20 

﹁
桃
夭
学
校
学
科
課
程
表
﹂︵
明
治
十
五
・
十
六
年
︶
で
も
確
認
さ
れ
る

︵﹃
実
践
女
子
学
園
一
〇
〇
年
史
﹄
注
11
に
同
じ
︒︶

21 

注
12
に
同
じ
︒

22 

小
林
賢
太
﹁﹁
金
剛
石 
水
は
器
﹂
に
関
す
る
一
考
察

―
生
成
背
景

と
詠
歌
意
図
を
め
ぐ
っ
て

―
﹂︵﹁
学
習
院
女
子
部
論
叢
﹂
第
十
二
号
︑

平
成
二
十
八
年
三
月
︶︒

23 

拙
稿
﹁
下
田
歌
子
の
﹃
和
文
教
科
書
﹄
考
﹁
六
之
巻 

更
科
日
記
﹂
を

中
心
に
﹂︵﹁
女
性
と
文
化
﹂
第
一
号
︑
平
成
二
十
七
年
三
月
︶︒

24 

注
9
に
同
じ
︒
な
お
︑
実
践
女
子
大
学
図
書
館
に
は
︑
自
筆
の
草
稿
二

点
︵
下
田
歌
子
関
係
資
料
出
納
番
号
二
七
五
・
二
七
六
︶︑
及
び
原
稿
用

紙
を
用
い
た
浄
書
原
稿
︵
同
二
七
七
︶
が
蔵
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
に

つ
い
て
の
詳
細
は
︑
別
稿
で
論
じ
た
い
︒

25 

注
12
に
同
じ
︒

26 

津
本
信
博
編
﹃
近
世
紀
行
日
記
文
学
集
成 

一
﹄︵
早
稲
田
大
学
出
版
部
︑

平
成
五
年
二
月
︶
な
ど
︒

27 

注
19
に
同
じ
︒

28 

大
関
啓
子
﹁
実
践
躬
行
―
下
田
歌
子 

女
子
教
育
へ
の
道
―
﹂︵﹁
明
治
聖

徳
記
念
学
会
紀
要
﹂
復
刊
第
五
十
号
︑
平
成
二
十
五
年
十
一
月
︶︒

29 

実
践
女
学
校
桜
同
窓
会
会
報
﹁
な
よ
竹
﹂
第
二
十
五
号
︑
昭
和
十
二
年

七
月
︒

30 

奥
島
尚
樹
﹁
下
田
歌
子
先
生
世
界
一
周
教
育
視
察
2
﹂︵﹁
下
田
歌
子
研

究
所
ニ
ュ
ー
ズ
㆑
タ
ー
﹂
第
六
号
︑
平
成
二
十
八
年
二
月
︶︒

※ 

引
用
文
献
の
本
文
は
︑
一
部
片
仮
名
︑
旧
字
表
記
な
ど
私
に
改
め
た
箇

所
が
あ
る
︵
注
7
・
9
・
16
・
17
・
18
・
19
・
24
・
27
・
29
︶︒

（
く
ぼ
・
た
か
こ
／
実
践
女
子
大
学
下
田
歌
子
研
究
所
研
究
員
）


