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1下
田
歌
子
は
、「
皇
后
の
学
校
」
と
イ
メ
ー
ジ
づ
け
ら
れ
た
「
華
族
女
学
校
」

開
校
の
準
備
段
階
か
ら
、
そ
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
。
日
本
の
伝
統
的
な
有

職
故
実
に
則
っ
た
「
宮
中
」
も
「
国
際
化
・
西
欧
化
」
の
一
環
と
し
て
「
改
革
」

を
余
儀
な
く
さ
れ
、
そ
の
改
革
の
下
に
下
田
も
、
近
代
的
な
女
子
教
育
の
責

を
担
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
稿
者

は
こ
の
任
命
の
一
端
は
、
そ
の
師
で
あ
る
吉
田
松
陰
の
考
え
に
通
底
し
、
明

治
政
府
の
中
核
に
い
た
伊
藤
博
文
の
考
え
に
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
（「
下

田
歌
子
の
教
育
の
源
泉
」、
女
性
と
文
化
3
）。

明
治
天
皇
妃
美
子
皇
后
の
信
頼
は
篤
く
、
明
治
十
八
（
一
八
八
五
）
年
十

一
月
の
開
校
か
ら
三
カ
月
に
満
た
な
い
明
治
十
九
（
一
八
八
六
）
年
二
月
の

行
啓
で
は
、
早
く
も
下
田
の
著
し
た
『
和
文
教
科
書
』
が
皇
后
に
よ
り
教
科

書
と
し
て
生
徒
に
下
賜
さ
れ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
女
子
教
育

の
黎
明
期
、
明
治
二
十
一
（
一
八
八
八
）
年
と
い
う
早
い
段
階
で
、
下
田
は

関
西
地
方
へ
出
か
け
て
い
る
（『
四
十
九
日
の
記
』）。
病
気
療
養
の
為
の
休

養
で
も
あ
っ
た
が
、
広
く
教
育
現
場
の
視
察
の
必
要
性
を
感
じ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
旅
で
得
た
経
験
は
、
そ
の
後
の
下
田
の
教
育
方
針
に
多

く
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

加
え
て
明
治
二
十
六
（
一
八
九
三
）
年
、
下
田
が
拝
命
し
た
の
は
常
宮
・

周
宮
両
内
親
王
の
教
育
係
で
あ
っ
た
。「
内
親
王
殿
下
御
家
庭
教
育
に
関
し
、

常
宮
周
宮
殿
下
御
教
育
主
任
、佐
佐
木
高
行
殿
よ
り
の
下
問
に
対
す
る
鄙
見
」

1
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に
は
、
下
田
の
教
育
論
が
披
瀝
さ
れ
て
い
る
。
皇
族
や
名
門
の
女
子
教
育
の

み
な
ら
ず
、
欧
州
諸
皇
室
の
家
庭
教
育
、
わ
が
国
女
子
一
般
の
教
育
に
も
触

れ
て
い
る
。
当
時
の
華
族
女
学
校
に
は
、
津
田
梅
子
・
石
井
筆
子
な
ど
渡
航

経
験
者
も
お
り
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
を
母
体
と
す
る
多
く
の
学
校
が
設
立
さ

れ
る
時
期
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
視
察
の
必
要
性
か
ら
も
欧
米
各
国
へ
の
出
張

を
願
い
出
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
は
、
下
田
の
渡
航
時
の
随
筆
『
外
の
濱
づ
と
』
を
中
心
に
考
察
す
る
。

『
枕
草
子
』
は
皇
后
定
子
後
宮
に
出
仕
し
た
、
あ
る
意
味
教
育
係
で
も
あ
っ

た
清
少
納
言
が
記
し
た
作
品
で
あ
る
が
、『
外
の
濱
づ
と
』
は
、
こ
の
『
枕

草
子
』
を
模
し
て
記
さ
れ
た
随
筆
で
あ
る
。
古
来
、
自
分
自
身
の
内
情
を
吐

露
す
る
の
は
、
日
記
で
あ
り
、
随
筆
で
あ
り
、
和
歌
で
あ
っ
た
。
幼
少
の
こ

ろ
か
ら
下
田
は
こ
れ
ら
を
学
び
、
自
身
も
多
く
の
作
品
を
書
き
残
し
て
い
る

が
、
本
作
品
は
海
外
で
の
経
験
や
、
そ
こ
で
得
た
感
想
や
批
評
を
『
枕
草
子
』

の
類
聚
的
章
段
を
模
す
と
い
う
方
法
で
書
き
残
し
て
い
る
。
そ
の
点
で
独
自

性
が
高
い
作
品
と
い
え
よ
う
。
あ
わ
せ
て
、
そ
の
過
程
で
下
田
が
参
看
し
て

い
た
『
枕
草
子
』
が
い
か
な
る
本
で
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
論

究
す
る
所
存
で
あ
る
。

2
清
少
納
言
こ
そ
、
し
た
り
顔
に
い
み
じ
う
は
べ
り
け
る
人
。
さ
ば
か

り
さ
か
し
だ
ち
、
真
名
書
き
ち
ら
し
て
は
べ
る
ほ
ど
も
、
よ
く
見
れ
ば
、

ま
だ
い
と
た
ら
ぬ
こ
と
多
か
り
。
か
く
、
人
に
こ
と
な
ら
む
と
思
ひ
こ

の
め
る
人
は
、
か
な
ら
ず
見
劣
り
し
、
行
末
う
た
て
の
み
は
べ
れ
ば
、

艶
に
な
り
ぬ
る
人
は
、
い
と
す
ご
う
す
ず
ろ
な
る
を
り
も
、
も
の
の
あ

は
れ
に
す
す
み
、
を
か
し
き
こ
と
も
見
す
ぐ
さ
ぬ
ほ
ど
に
、
お
の
づ
か

ら
さ
る
ま
じ
く
あ
だ
な
る
さ
ま
に
も
な
る
に
は
べ
る
べ
し
。
そ
の
あ
だ

に
な
り
ぬ
る
人
の
は
て
、
い
か
で
か
は
よ
く
は
べ
ら
む
。

『
紫
式
部
日
記
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
・
小
学
館
）
の
三
才
女
批
評

に
お
い
て
、
紫
式
部
は
清
少
納
言
を
「
し
た
り
顔
に
い
み
じ
う
は
べ
り
け
る

人
」
と
語
り
起
こ
し
、
右
の
よ
う
に
言
っ
て
の
け
た
。
才
気
走
っ
た
高
慢
ぶ

り
を
強
調
し
、
そ
の
才
学
も
上
辺
だ
け
の
浅
い
も
の
で
あ
る
の
で
、
後
に
は

き
っ
と
見
劣
り
が
し
、
ゆ
く
ゆ
く
は
悪
く
な
る
ば
か
り
で
あ
る
。
ま
っ
た
く

寂
し
く
つ
ま
ら
な
い
と
き
で
も
、
し
み
じ
み
と
感
動
し
て
い
る
よ
う
に
ふ
る

ま
い
、
興
あ
る
こ
と
も
見
逃
さ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
う
ち
に
、
浮
薄
な
態

度
に
も
な
る
の
だ
ろ
う
か
ら
、
そ
う
い
う
浮
薄
な
た
ち
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

人
の
行
く
末
は
ど
う
し
て
よ
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
清
少
納
言
像
は
、
紫
式
部
の
甚
だ
一
方
的
な
、
そ
し
て
お
そ
ら

く
は
一
つ
の
個
人
的
な
見
解
に
よ
っ
て
喧
伝
さ
れ
、
後
世
の
人
々
を
呪
縛

し
て
い
っ
た
。『
源
氏
物
語
』
と
い
う
、
当
時
世
界
的
に
鑑
み
て
も
長
編
の
、

ま
さ
に
巨
大
な
作
品
を
世
に
遺
し
た
作
者
と
し
て
名
高
い
紫
式
部
の
発
言
に

2
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よ
る
と
こ
ろ
は
大
き
い
。「
篤
実
温
厚
な
紫
式
部
と
媽
慢
な
清
少
納
言
」（『
枕

草
子
大
辞
典
』「
研
究
・
評
論
史
」）
の
構
図
、
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
紫

式
部
も
清
少
納
言
も
、
と
も
に
儒
学
者
や
歌
人
と
し
て
そ
の
名
を
刻
ん
だ
先

祖
に
連
な
り
な
が
ら
、
自
身
は
受
領
階
級
に
出
自
を
持
ち
、
女
房
と
し
て
帝
、

皇
后
（
中
宮
）
と
い
っ
た
上
流
貴
族
に
交
わ
る
生
き
方
を
し
た
女
性
と
し
て

は
完
全
に
共
通
す
る
の
で
あ
る
。

実
践
女
子
学
園
の
学
祖
下
田
歌
子
も
ま
た
、
岩
村
藩
の
武
士
階
級
、
儒
学

者
の
家
に
生
ま
れ
、
ま
る
で
そ
れ
が
天
命
で
あ
る
か
の
ご
と
く
天
皇
、
皇
后

と
そ
の
周
辺
の
人
々
と
交
わ
る
生
き
方
を
し
た
。
時
を
隔
て
る
も
の
の
、
先

の
清
紫
と
の
共
通
点
を
、
多
く
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
女
性
で
あ
る
。
下
田

は
明
治
時
代
に
「
当
代
の
紫
式
部
」
と
賞
さ
れ
、そ
の
『
源
氏
物
語
』
講
義
は
、

名
講
義
と
し
て
世
に
伝
え
ら
れ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
講
義
の
一
部

の
成
果
は
、『
源
氏
物
語
講
義
』
の
著
作
と
し
て
結
実
し
、
広
く
知
ら
れ
て

い
る
。
下
田
が
考
案
し
た
と
も
い
う
女
学
生
の
袴
に
は
、「
海
老
茶
式
部
」
の

呼
称
さ
え
も
あ
る
。

こ
う
し
た
一
般
的
な
名
声
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
い
ず
れ
も
下
田
を
紫

式
部
に
例
え
て
の
も
の
で
あ
る
。
お
お
む
ね
帝
・
皇
后
（
中
宮
）
に
出
仕
す

る
学
才
に
長
け
た
女
房
像
が
当
て
は
め
ら
れ
て
の
こ
と
だ
と
想
像
で
き
る
。
そ

れ
で
は
、
下
田
自
身
は
紫
式
部
に
の
み
傾
倒
し
て
い
た
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

例
え
ば
、
三
百
年
程
時
を
下
っ
た
鎌
倉
時
代
の
兼
好
法
師
は
『
徒
然
草
』

の
中
で
、

言
ひ
つ
づ
く
れ
ば
、
み
な
源
氏
物
語
・
枕
草
子
な
ど
に
こ
と
ふ
り
に

た
れ
ど
、
同
じ
事
、
又
今
さ
ら
に
言
は
じ
と
に
も
あ
ら
ず
。
お
ぼ
し
き

事
言
は
ぬ
は
腹
ふ
く
る
る
わ
ざ
な
れ
ば
、
筆
に
ま
か
せ
つ
つ
、
あ
ぢ
き

な
き
す
さ
び
に
て
、
か
つ
破
り
捨
つ
べ
き
物
な
れ
ば
、
人
の
見
る
べ
き

に
も
あ
ら
ず
。

と
し
て
い
る
。
兼
好
の
時
代
、『
源
氏
物
語
』
と
『
枕
草
子
』
は
右
の
通
り
並

び
賞
さ
れ
て
い
る
。
両
作
品
に
い
い
ふ
る
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
同

じ
こ
と
を
、ま
た
事
新
し
く
言
う
ま
い
と
思
っ
て
い
る
も
の
で
も
な
い
。思
っ

て
い
る
こ
と
を
言
わ
な
い
の
は
腹
の
ふ
く
れ
る
気
持
ち
の
す
る
こ
と
な
の

で
、
筆
に
ま
か
せ
て
書
く
が
、
つ
ま
ら
な
い
慰
み
ご
と
で
あ
っ
て
書
く
端
か

ら
破
っ
て
捨
て
る
は
ず
の
も
の
だ
か
ら
、
人
が
見
る
は
ず
の
も
の
で
は
な
い
、

と
言
う
の
で
あ
る
。「
折
節
の
う
つ
り
か
は
る
こ
そ
、
も
の
ご
と
に
あ
は
れ

な
れ
」（
第
十
九
段
）
と
季
節
の
移
り
か
わ
る
さ
ま
の
情
趣
深
さ
に
筆
を
走

ら
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
何
を
お
い
て
も
『
源
氏
物
語
』
で
あ
り
『
枕
草
子
』

が
絶
対
的
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
の
で
あ
る
。

先
述
し
た
よ
う
に
、『
外
の
濱
づ
と
』
は
下
田
が
洋
行
し
た
折
に
記
し
た

随
筆
で
あ
り
、『
枕
草
子
』
を
模
し
た
体
裁
の
著
作
で
あ
る
（『
香
雪
叢
書
』、

以
下
引
用
も
同
じ
）。
当
時
の
外
国
に
身
を
置
き
、
そ
の
心
情
を
記
し
留
め

よ
う
と
し
た
時
に
、下
田
が
選
び
と
っ
た
の
は
『
枕
草
子
』
の
方
法
で
あ
っ
た
。
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こ
の
こ
と
は
こ
の
作
品
を
考
え
る
上
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
だ
ろ
う
。
次
節

か
ら
具
体
的
に
論
じ
て
い
き
た
い
。

3『
外
の
濱
づ
と
』は
、次
の
自
序
と
も
い
う
べ
き
一
文
か
ら
起
筆
さ
れ
て
い
る
。

お
の
れ
、
外
国
に
在
り
け
る
頃
、
日
本
文
学
の
事
ど
も
人
の
問
ひ
聞

き
た
る
に
答
へ
ん
と
て
、
携
へ
も
て
行
き
た
る
源
氏
物
語
、
枕
の
草
子

や
う
の
文
ど
も
、
皮
匣
の
中
よ
り
と
り
い
で
ゝ
、
片
な
り
な
が
ら
、
と

こ
ろ
〴
〵
釈
し
試
み
ん
と
て
、
彼
是
え
り
出
で
見
合
は
せ
な
ど
す
る
程
、

ふ
と
清
原
の
お
も
と
が
を
か
し
き
筆
づ
か
ひ
に
心
と
ま
り
て
、
も
の
せ

ん
と
せ
し
事
は
な
か
〳
〵
に
打
ち
措
か
れ
つ
。
日
頃
眼
に
見
耳
に
聞
き

て
、
あ
は
れ
に
も
、
面
白
う
も
、
浅
間
し
う
も
、
侘
し
う
も
打
ち
思
ひ

つ
る
事
ど
も
を
、
筆
の
行
く
ま
ゝ
に
書
き
附
け
た
る
が
、
自
ら
お
も
と

が
顰
に
習
ひ
た
る
や
う
に
な
り
も
て
行
き
た
る
。
鴨
の
真
似
す
る
家
鴨

と
か
や
、
い
と
か
た
は
ら
痛
き
わ
ざ
な
れ
ば
、
其
の
儘
に
打
ち
籠
め
置

き
つ
る
を
、
少
し
い
と
間
あ
る
程
、
其
の
折
の
日
記
、
取
り
し
た
ゝ
め

見
ん
と
て
拾
ひ
出
で
た
る
を
、
友
達
の
見
附
け
て
、
い
と
珍
ら
か
な
る

旅
の
草
子
よ
、
な
ど
て
斯
う
し
み
の
住
家
に
は
な
し
果
て
給
ふ
ぞ
、
こ

れ
得
さ
せ
て
ん
や
と
あ
る
に
、
さ
は
と
て
、
大
方
散
ぼ
ひ
皺
つ
き
た
る

ど
も
を
取
り
集
め
綴
り
合
せ
て
、か
く
は
書
き
改
め
試
み
た
る
な
り
け
り
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
そ
も
そ
も
渡
航
の
折
、
日
本
文
学
の
事
を
人
か
ら
尋
ね

ら
れ
た
場
合
に
答
え
る
た
め
に
、『
源
氏
物
語
』『
枕
草
子
』
な
ど
を
携
行
し

て
い
た
。
そ
れ
を
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
訳
し
て
み
よ
う
と
し
て
い
た
折
、
ふ
と
清

少
納
言
の
筆
づ
か
い
に
心
が
ひ
か
れ
た
も
の
の
、
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
。

ま
た
、
日
頃
見
た
り
聞
い
た
り
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
思
う
こ
と
な
ど
を
筆
の

お
も
む
く
ま
ま
に
書
い
た
が
、
自
然
と
ま
る
で
清
少
納
言
の
真
似
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
。
し
か
し
、
少
し
の
暇
が
あ
る
時

に
、
そ
の
折
の
日
記
を
取
り
出
し
て
み
よ
う
と
し
て
い
た
の
を
、
友
達
が
見

つ
け
て
、
珍
し
い
旅
の
枕
の
草
子
な
の
で
こ
れ
を
譲
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
。

そ
こ
で
書
き
散
ら
し
て
い
た
も
の
を
集
め
書
き
改
め
た
も
の
だ
と
い
う
。

も
と
も
と
は
海
外
に
於
い
て
、
自
国
の
文
学
に
つ
い
て
問
わ
れ
る
場
合
の

対
応
と
し
て
、『
源
氏
物
語
』
や
『
枕
草
子
』
な
ど
を
携
帯
し
て
い
る
の
だ
が
、

こ
れ
は
翻
訳
す
る
こ
と
も
想
定
し
て
い
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
渡
航

に
際
し
て
の
お
そ
ら
く
荷
物
制
限
が
あ
る
中
で
、
下
田
が
携
帯
し
た
の
が
こ

れ
ら
文
学
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
知
る
た
め

に
も
改
め
て
確
認
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

一
般
的
に
『
枕
草
子
』
は
、
随
想
的
章
段
、
日
記
的
章
段
、
類
聚
的
章

段
の
三
分
類
に
分
け
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
下
田
は
「
あ
は
れ
に

も
、
面
白
う
も
、
浅
間
し
う
も
、
侘
し
う
も
打
ち
思
ひ
つ
る
事
ど
も
を
、
筆
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の
行
く
ま
ゝ
に
書
き
附
け
た
」
と
述
べ
る
が
、
そ
れ
が
『
枕
草
子
』
の
中
で

も
、
類
聚
的
章
段
を
雛
型
に
し
て
記
し
留
め
ら
れ
た
の
は
、『
外
の
濱
づ
と
』

と
い
う
作
品
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
は
ず
だ
。

さ
て
、
下
田
が
渡
航
時
に
持
参
し
た
『
枕
草
子
』
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
現
在
ま
で
の
研
究
史
に
お
い
て
は
、「
三
巻
本
（
定

家
本
）」、「
能
因
本
」、「
前
田
家
本
」、「
堺
本
」
の
四
系
統
に
分
類
し
て
考

え
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
四
系
統
に
は
『
源
氏

物
語
』
の
諸
伝
本
間
に
指
摘
出
来
る
小
差
に
留
ま
ら
ず
、
著
し
い
異
同
が
認

め
ら
れ
て
い
る
。
ほ
ぼ
通
説
と
い
わ
れ
る
も
の
に
従
え
ば
、「
も
し
三
巻
本

を
原
作
者
の
初
稿
本
と
す
れ
ば
、
能
因
本
は
そ
の
再
稿
本
で
あ
り
、
堺
本
は

後
世
の
人
の
改
作
増
補
本
、
前
田
家
本
は
能
因
本
と
堺
本
と
の
合
成
本
で
あ

る
。」（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
枕
草
子
』・
小
学
館
）
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
複
雑
な
『
枕
草

子
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
か
ら
、
下
田
の
手
元
に
置
か
れ
、
活
用
し
て

い
た
『
枕
草
子
』
は
ど
う
い
う
本
で
あ
っ
た
の
か
を
考
え
る
必
要
も
あ
る
の

で
は
な
い
か
。
節
を
改
め
る
。

4以
下
に
、『
外
の
濱
づ
と
』
の
章
立
て
に
従
っ
て
各
章
段
ご
と
の
「
三
巻

本
」、「
能
因
本
」
と
の
比
較
を
試
み
る
。「
能
因
本
」
は
、
そ
れ
を
基
本
的

な
底
本
と
す
る
北
村
季
吟
『
枕
草
子
春
曙
抄
』（
一
六
七
四
年
跋
文
）
を
用

い
る
。
近
代
ま
で
最
も
流
布
し
、読
ま
れ
続
け
た
『
枕
草
子
』
と
言
え
ば
、『
春

曙
抄
』
で
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
中
期
の
俳
人
与
謝
蕪
村
に
は
、「
春
風
の
つ

ま
か
へ
し
た
り
春
曙
抄
」
の
一
句
が
あ
る
。
近
時
、島
内
裕
子
は
「『
枕
草
子
』

は
『
春
曙
抄
』
と
同
義
語
だ
っ
た
」
と
し
て
、
こ
の
蕪
村
の
句
に
「
王
朝
文

化
の
粋
と
し
て
『
源
氏
物
語
』
で
は
な
く
『
春
曙
抄
』
を
重
ね
た
」
と
指
摘

し
て
い
る
。
続
く
明
治
時
代
に
お
い
て
も
『
枕
草
子
』
の
流
布
本
は
、
こ
の

『
春
曙
抄
』
の
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
数
字
は
、
各

章
段
の
番
号
を
示
す
。『
春
曙
抄
』
を
（ 

）、「
三
巻
（
定
家
）
本
」
を
︻ 

︼

に
入
れ
る
。
但
し
、『
枕
草
子
』
の
性
質
上
、
こ
の
章
段
の
区
切
り
は
諸
本

に
拠
っ
て
前
後
す
る
可
能
性
が
高
い
た
め
、
あ
く
ま
で
も
便
宜
上
の
目
安
と

し
て
考
え
た
い
）。

〇
こ
と
〴
〵
な
る
も
の

 
 
 
 
 
 

（
同
じ
こ
と
な
れ
ど
も
・
四 

） 

︻
四
︼

〇
す
さ
ま
じ
き
も
の 

（
二
二
） 

︻
二
三
︼

〇
人
に
侮
ら
る
ゝ
も
の 

（
二
四
） 

︻
二
五
︼

〇
憎
き
も
の 

（
二
五
） 

︻
二
六
︼

〇
心
と
き
め
き
す
る
も
の 

（
二
九
） 

︻
二
七
︼

〇
過
ぎ
に
し
方
恋
し
き
も
の 

（
三
〇
） 

︻
二
八
︼

〇
心
ゆ
く
も
の 

（
三
一
） 

︻
二
九
︼

9

10
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〇
あ
て
な
る
も
の 

（
四
九
） 

︻
四
〇
︼

〇
似
げ
な
き
も
の 

（
五
二
） 

︻
四
三
︼

〇
お
ぼ
つ
か
な
き
も
の 

（
七
二
） 

︻
六
八
︼

〇
比
喩
し
へ
な
き
も
の 

（
七
三
） 

︻
六
九
︼

〇
あ
り
が
た
き
も
の 

（
七
八
） 

︻
七
二
︼

〇
あ
ぢ
き
な
き
も
の 

（
八
二
） 

︻
七
五
︼

◎
い
と
ほ
し
げ
な
き
も
の 

（
八
三
） 

︻
な 

し
︼

〇
心
地
よ
げ
な
る
も
の 
（
八
四
） 

︻
七
六
︼

◎
と
り
も
て
る
も
の 
（
八
五
） 

︻
な 

し
︼

〇
物
の
あ
は
れ
知
ら
せ
顔
な
る
も
の （
九
十
） 

︻
八
一
︼

〇
愛
た
き
も
の 

（
九
三
） 
︻
八
四
︼

〇
な
ま
め
か
し
き
も
の 

（
九
四
） 
︻
八
五
︼

〇
妬
た
き
も
の 

（
一
〇
一
） ︻
九
一
︼

〇
か
た
は
ら
い
た
き
も
の 

（
一
〇
二
） ︻
九
二
︼

〇
あ
さ
ま
し
き
も
の 

（
一
〇
三
） ︻
九
三
︼

〇
あ
は
れ
な
る
も
の 

（
一
二
三
） ︻
一
一
五
︼

〇
口
惜
し
き
も
の 

（
一
〇
四
） ︻
九
四
︼

〇
遙
か
な
る
も
の 

（
一
一
二
） ︻
一
〇
三
︼

〇
常
よ
り
も
こ
と
に
聞
ゆ
る
も
の 

（
一
一
八
） ︻
一
一
一
︼

〇
絵
に
か
き
て
劣
る
も
の

 
 

（
絵
に
か
き
お
と
り
す
る
も
の
・
一
一
九
） 

︻
一
一
二
︼

〇
か
き
増
さ
り
す
る
も
の 

（
一
二
〇
） ︻
一
一
三
︼

〇
心
づ
き
な
き
も
の 

（
一
二
五
） ︻
一
一
七
︼

〇
侘
し
げ
に
見
ゆ
る
も
の 

（
一
二
六
） ︻
一
一
八
︼

〇
暑
げ
な
る
も
の 

（
一
二
七
） ︻
一
一
九
︼

〇
恥
か
し
き
も
の 

（
一
二
八
） ︻
一
二
〇
︼

〇
む
と
く
な
る
も
の 

（
一
二
九
） ︻
一
二
一
︼

〇
は
し
た
な
き
も
の 

（
一
三
一
） ︻
一
二
三
︼

〇
徒
然
な
る
も
の 

（
一
四
二
） ︻
一
三
三
︼

〇
徒
然
慰
む
る
も
の 

（
一
四
三
） ︻
一
三
四
︼

〇
取
り
所
な
き
も
の 

（
一
四
四
） ︻
一
三
五
︼

〇
な
ほ
世
に
愛
た
き
も
の

 
 
 
 
 
 

（
な
ほ
愛
た
き
も
の
・
一
四
五
） ︻
一
三
六
︼

〇
怖
ろ
し
き
も
の

 
 
 
 
 

（
怖
ろ
し
げ
な
る
も
の
・
一
五
〇
） ︻
一
四
一
︼

〇
清
し
と
見
ゆ
る
も
の 

（
一
五
一
） ︻
一
四
二
︼

◎
穢
な
げ
な
る
も
の 

（
一
五
二
） ︻
な 

し
︼

〇
賤
し
げ
な
る
も
の 

（
一
五
三
） ︻
一
四
三
︼

〇
胸
つ
ぶ
る
ゝ
も
の 

（
一
五
四
） ︻
一
四
四
︼

〇
う
つ
く
し
き
も
の 

（
一
五
五
） ︻
一
四
五
︼

〇
人
ば
え
す
る
も
の 

（
一
五
六
） ︻
一
四
六
︼

〇
名
怖
ろ
し
き
も
の 

（
一
五
七
） ︻
一
四
七
︼
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〇
見
る
に
異
な
る
こ
と
な
き
物
の
文
字
に
書
き
て
こ
と
〴
〵
し
き
も
の

 

（
一
五
八
） ︻
一
四
八
︼

〇
む
つ
か
し
き
も
の

 
 
 
 

（
む
つ
か
し
げ
な
る
も
の
・
一
五
九
） ︻
一
四
九
︼

〇
え
せ
も
の
ゝ
所
得
る
を
り
の
こ
と （
一
六
〇
） ︻
一
五
〇
︼

〇
苦
し
げ
な
る
も
の 

（
一
六
一
） ︻
一
五
一
︼

〇
羨
ま
し
き
も
の

 
 
 
 
 

（
羨
ま
し
げ
な
る
も
の
・
一
六
二
） ︻
一
五
二
︼

〇
速
く
ゆ
か
し
き
も
の

 
 
 
 
 

（
疾
く
ゆ
か
し
き
も
の
・
一
六
三
） ︻
一
五
三
︼

〇
心
も
と
な
き
も
の 

（
一
六
四
） ︻
一
五
四
︼

〇
昔
覚
え
て
不
用
な
る
も
の 

（
一
六
七
） ︻
一
五
七
︼

〇
頼
も
し
げ
な
き
も
の 

（
一
六
八
） ︻
一
五
八
︼

〇
近
く
て
遠
き
も
の 

（
一
七
〇
） ︻
一
六
〇
︼

〇
遠
く
て
近
き
も
の 

（
一
七
一
） ︻
一
六
一
︼

〇
し
た
り
顔
な
る
も
の 

（
一
八
三
） ︻
一
七
八
︼

〇
こ
ゝ
ろ
に
く
き
も
の 

（
一
八
七
） ︻
一
九
〇
︼

〇
大
き
に
て
よ
き
も
の 

（
二
〇
九
） ︻
二
一
七
︼

〇
短
か
く
て
あ
り
ぬ
べ
き
も
の 

（
二
一
〇
） ︻
二
一
八
︼

〇
人
の
家
に
似
合
し
き
も
の 

（
二
一
一
） ︻
二
一
九
︼

〇
騒
が
し
き
も
の 

（
二
三
一
） ︻
二
三
八
︼

〇
な
い
が
し
ろ
な
る
も
の 

（
二
三
二
） ︻
二
三
九
︼

〇
詞
な
め
げ
な
る
も
の 

（
二
三
三
） ︻
二
四
〇
︼

〇
怜
悧
き
も
の 

（
二
三
四
） ︻
二
四
一
︼

〇
身
を
代
へ
た
ら
ん
人
は
斯
く
や
あ
ら
ん
と
見
ゆ
る
も
の

 

（
二
四
〇
） ︻
二
二
九
︼

〇
た
ゞ
過
ぎ
に
過
ぐ
る
も
の 

（
二
四
三
） ︻
二
四
二
︼

〇
こ
と
に
人
に
知
ら
れ
ぬ
も
の 

（
二
四
四
） ︻
二
四
三
︼

〇
い
み
じ
く
穢
げ
な
る
も
の

 
 
 
 
 

（
い
み
じ
く
穢
き
も
の
・
二
四
九
） ︻
二
四
五
︼

〇
せ
め
て
怖
ろ
し
き
も
の 

（
二
五
〇
） ︻
二
四
六
︼

〇
頼
も
し
き
も
の 

（
二
五
一
） ︻
二
四
七
︼

〇
嬉
し
き
も
の 

（
二
五
八
） ︻
二
五
八
︼

〇
た
ふ
と
き
も
の

 
 
 
 
 
 
 

（
た
ふ
と
き
こ
と
・
二
六
一
） ︻
二
六
一
︼

◎
悪
き
も
の 

（
二
六
六
） ︻
な 

し
︼

〇
き
ら
〳
〵
し
き
も
の 

（
二
七
八
） ︻
二
七
六
︼

〇
見
習
ひ
す
る
も
の 

（
二
八
九
） ︻
二
八
五
︼

〇
打
ち
解
く
ま
じ
き
も
の 

（
二
九
〇
） ︻
二
八
六
︼

〇
心
づ
き
な
き
も
の 

（
三
一
一
） ︻
一
一
七
︼

〇
云
ひ
憎
き
も
の 

（
三
一
四
） ︻
一
〇
六
︼

〇
見
苦
し
き
も
の 

（
三
二
四
） ︻
一
〇
五
︼
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右
で
確
認
し
た
結
果
、『
外
の
濱
づ
と
』
の
章
立
て
は
、
三
巻
本
系
統
に

は
な
い
章
段
を
有
し
て
い
る
こ
と
（
◎
印
で
示
す
）、
章
立
て
の
順
番
も
ほ

ぼ
『
春
曙
抄
』
に
従
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
春
曙
抄
』
に
拠
っ
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
そ
の
順
も
入
れ
替
え
る
こ
と
な
く
、
ほ

ぼ
『
春
曙
抄
』
に
擬
え
る
形
で
、『
枕
草
子
』
の
類
聚
的
章
段
に
従
う
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
「
も
の
は
づ
く
し
」
の
う
ち
の
「
︙
は
」
に

は
拠
ら
な
い
特
徴
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
。固
有
名
詞
列
挙
に
な
り
が
ち
な「
︙

は
」
に
比
べ
て
「
︙
も
の
」
の
ほ
う
が
下
田
の
批
評
眼
や
思
念
が
述
べ
や
す

く
、
読
者
の
興
味
も
惹
き
や
す
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
『
源
氏
物
語
』
に
比
べ
、『
枕
草
子
』
は
長
い
間
注
釈
の
対
象

と
は
な
り
得
て
こ
な
か
っ
た
歴
史
が
あ
る
。『
春
曙
抄
』
は
、
漸
く
出
現
し

た
本
格
的
な
注
釈
書
で
あ
っ
た
。
も
し
も
、
下
田
の
手
元
に
三
巻
本
系
統
の

『
枕
草
子
』
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
外
国
へ
持
参
す
る
の
な
ら
ば
、
こ
の
『
春

曙
抄
』
で
あ
っ
た
ろ
う
。
折
々
、
注
を
反
芻
し
な
が
ら
原
本
を
読
み
解
く
た

め
に
、
下
田
は
遠
き
異
郷
で
『
春
曙
抄
』
を
ひ
も
と
い
た
の
で
あ
る
。

5『
外
の
濱
づ
と
』
が
、『
枕
草
子
』
の
類
聚
的
章
段
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た

こ
と
、
そ
し
て
そ
の
元
と
な
っ
た
の
は
『
春
曙
抄
』
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め

た
が
、
さ
ら
に
こ
の
作
品
に
『
枕
草
子
』
を
重
ね
た
意
義
に
つ
い
て
述
べ
て

い
き
た
い
。

下
田
は
序
に
お
い
て
『
外
の
濱
づ
と
』
が
公
刊
さ
れ
た
事
情
に
つ
い
て
、

友
人
の
勧
め
に
拠
る
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
こ
の
友
人
の
勧
め

の
発
端
に
な
っ
た
の
が
、
洋
行
中
に
書
き
溜
め
た
草
稿
が
友
人
の
眼
に
偶
然

に
触
れ
た
こ
と
に
拠
る
と
書
い
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
を
要
す
る
。

少
し
い
と
間
あ
る
程
、
其
の
折
の
日
記
、
取
り
し
た
ゝ
め
見
ん
と
て

拾
ひ
出
で
た
る
を
、
友
達
の
見
附
け
て
、

つ
ま
り
、
こ
の
書
き
方
か
ら
は
、
こ
の
草
稿
を
自
分
か
ら
進
ん
で
友
人
に

見
せ
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
推
敲
作
業
中
に
た
ま
た
ま
友
人
の
眼
に
触

れ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
目
に
し
た
友
人
が
こ
の
原
稿

を
求
め
た
こ
と
が
、
か
か
る
草
稿
を
成
稿
し
て
出
版
に
至
っ
た
い
き
さ
つ
だ

と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
展
開
は
『
枕
草
子
』
の
跋
文
に
記
さ
れ
た
、『
枕
草
子
』

の
流
布
の
状
況
と
重
な
る
部
分
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
現
在
も
っ

と
も
広
く
読
ま
れ
て
い
る
『
枕
草
子
』
の
三
巻
本
本
文
に
は
次
の
よ
う

に
あ
る
。左

中
将
ま
だ
伊
勢
守
と
聞
え
し
時
、
里
に
お
は
し
た
り
し
に
、
端
の

方
な
り
し
畳
を
さ
し
出
で
し
も
の
は
、
こ
の
草
子
載
り
て
出
で
に
け
り
。

11
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ま
ど
ひ
取
り
入
れ
し
か
ど
、
や
が
て
持
て
お
は
し
て
、
い
と
久
し
く
あ

り
て
ぞ
返
り
た
り
し
。
そ
れ
よ
り
あ
り
き
そ
め
た
る
な
め
り
、
と
ぞ
ほ

ん
に
。

こ
こ
で
言
う
左
中
将
と
は
、
源
経
房
を
指
す
（
長
徳
四
・
九
九
八
年 

左

中
将
、
長
和
四
・
一
〇
一
五
年 
権
中
納
言
。
長
徳
元
年
正
月
か
ら
二
年
末

ま
で
伊
勢
権
守
）。
経
房
は
、
清
少
納
言
と
親
し
い
人
物
で
あ
っ
た
。
実
家

に
く
だ
っ
て
い
た
清
少
納
言
の
許
を
訪
れ
た
経
房
に
出
さ
れ
た
畳
（
今
で
い

う
座
布
団
の
よ
う
な
も
の
）
に
、清
少
納
言
が
書
き
溜
め
て
い
た
『
枕
草
子
』

が
載
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
下
田
が
洋
行
時
に
携
行
し
て
い
た
と
お
ぼ

し
い
『
春
曙
抄
』
の
巻
末
に
も
ほ
ぼ
同
じ
形
で
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

左
中
将
ま
だ
い
せ
の
か
ミ
と
き
こ
え
し
時
、
里
に
お
ハ
し
た
り
し
に
、

は
し
の
か
た
な
り
け
る
た
ゝ
み
さ
し
出
し
物
ハ
、
こ
の
さ
う
し
の
り
て

出
に
け
り
。
ま
ど
ひ
と
り
い
れ
し
か
ど
、
や
が
て
も
て
お
は
し
て
、
い

と
久
し
く
有
て
ぞ
か
へ
り
た
り
し
。
そ
れ
よ
り
あ
り
き
そ
め
た
る
也
と

ぞ
と
あ
り
。

そ
の
畳
に
載
っ
た
『
枕
草
子
』
を
経
房
は
持
ち
帰
り
、
随
分
経
っ
て
か
ら

戻
し
て
く
れ
た
。
そ
れ
か
ら
、
経
房
を
起
点
と
す
る
形
で
、『
枕
草
子
』
は

広
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
い
き
さ
つ
は
、い
さ
さ
か
出
来
過
ぎ
の
よ
う
な
感
が
あ
る
。
畳
に『
枕

草
子
』
が
た
ま
た
ま
載
っ
て
経
房
の
前
に
出
て
い
く
と
い
う
の
も
、
清
少
納

言
に
仕
え
る
下
仕
え
の
手
違
い
と
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
が
、
む
し
ろ
、
清

少
納
言
が
故
意
に
、
経
房
の
眼
に
触
れ
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
見

方
も
有
力
で
あ
る
。
清
少
納
言
の
同
時
代
の
読
者
達
は
、
そ
の
よ
う
な
虚
実

の
呼
吸
を
よ
く
わ
か
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

下
田
が
『
外
の
濱
づ
と
』
を
公
刊
す
る
に
あ
た
り
、
友
人
と
の
関
わ
り
、

す
な
わ
ち
友
人
の
眼
に
触
れ
た
こ
と
を
記
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
『
枕
草

子
』
の
流
布
の
状
況
を
意
識
し
た
営
為
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
友
人
が

草
稿
を
た
ま
た
ま
目
に
し
た
よ
う
な
書
き
方
、
さ
ら
に
こ
れ
を
埋
も
れ
さ
せ

る
の
は
惜
し
い
と
「
こ
れ
得
さ
せ
て
ん
や
」
と
持
ち
帰
ろ
う
と
し
た
こ
と
、

も
ち
ろ
ん
友
人
は
経
房
と
は
違
い
、
持
ち
帰
ら
な
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
間
接

的
に
流
布
に
関
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、『
枕
草
子
』
の
流
布
と
相
似
形
を

な
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

『
外
の
濱
づ
と
』
は
そ
の
内
容
も
『
枕
草
子
』
類
聚
的
章
段
を
踏
ま
え
た

も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
流
布
の
状
況
も
『
枕
草
子
』
の
在
り
方
を
十
二
分
に

意
識
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
『
枕
草
子
』
を
深
く
読
み
込
み
、
自
家

薬
籠
中
の
も
の
に
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
あ
る
い
は
こ
こ
で
い
う
友
人

も
下
田
の
創
作
し
た
虚
構
の
人
物
で
あ
り
、『
枕
草
子
』
と
重
ね
る
た
め
の

下
田
の
文
学
的
な
遊
び
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

12
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な
お
、『
外
の
濱
づ
と
』
の
終
わ
り
に
も
跋
文
が
置
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
に

も
「
は
し
書
き
に
言
へ
る
が
如
く
、
こ
は
も
と
、
枕
の
草
子
に
連
ら
ね
た
り

し
詞
を
」
と
あ
り
、『
枕
草
子
』
と
の
関
係
が
再
度
強
調
さ
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
下
田
は
海
外
渡
航
体
験
を
『
枕
草
子
』
に
重
ね
つ
つ
記

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

『
外
の
濱
づ
と
』
が
『
枕
草
子
』
の
類
聚
的
章
段
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
だ
が
、
そ
れ
は
単
に
下
田
が
『
枕
草
子
』
に
親
し
ん
で
い
た
、

そ
の
あ
ら
わ
れ
と
い
う
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
。
序
と
い
う
べ
き

部
分
で
、「
清
原
の
お
も
と
が
を
か
し
き
筆
づ
か
ひ
に
心
と
ま
り
て
」
と
述

べ
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
こ
で
の
「
清
原
の
お
も
と
」
は
他
な
ら

ぬ
清
少
納
言
を
指
す
わ
け
で
あ
る
が
、同
僚
の
女
房
を
呼
ぶ
と
き
の
尊
称「
お

も
と
」
が
使
わ
れ
て
い
た
。「
清
少
納
言
」
や
「
清
女
」
と
い
っ
た
呼
称
で

は
な
く
、「
清
原
の
お
も
と
」
と
呼
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
、
親
し
み
の
あ
ら

わ
れ
と
と
も
に
、
同
じ
女
房
と
し
て
の
視
線
が
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ

う
。
こ
う
し
た
呼
称
を
通
し
て
、
下
田
自
身
が
宮
仕
え
女
房
で
あ
っ
た
と
い

う
前
歴
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
下
田
は
、
自
覚

的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
、
次
の
こ
と
を
も
浮
上
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
下
田
は
海

外
に
渡
り
、
か
の
地
で
さ
ま
ざ
ま
な
見
聞
を
広
げ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
下
田

の
眼
と
心
は
宮
仕
え
女
房
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、こ
の
作
品
に
記
さ
れ
た
「
も
の
は
づ
く
し
」
は
、蘇
生
し
た
『
枕

草
子
』
と
い
う
趣
を
持
つ
が
（
そ
こ
に
戯
作
性
を
み
る
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
で

き
る
）、
海
外
の
人
物
や
事
象
に
対
し
て
厳
し
く
批
判
的
な
物
言
い
が
少
な

か
ら
ず
存
在
し
て
い
る
。

「
憎
き
も
の
」

○ 

年
若
き
女
の
、
着
る
も
の
も
穢
な
げ
な
ら
ぬ
が
、
道
す
が
ら
物
食

ひ
も
て
行
く
。

「
か
た
は
ら
い
た
き
も
の
」

○ 

ま
ほ
に
も
あ
ら
ぬ
貌
を
、
い
み
じ
う
磨
き
繕
ひ
て
、
玉
の
飾
り
こ

ち
た
き
迄
し
た
る
。

○ 

頭
の
髪
斑
に
白
う
成
り
た
る
老
女
の
、
若
き
男
に
引
き
助
け
ら
れ

て
、
氷
滑
と
い
ふ
も
の
を
学
び
た
る
。
時
々
あ
ゝ
と
打
ち
頷
き
て
、

腰
打
ち
の
べ
な
ど
し
て
居
た
る
よ
。

「
怖
ろ
し
き
も
の
」

○ 

西
洋
人
の
心
の
中
。
早
晩
、
東
洋
諸
州
は
我
が
掌
の
中
に
握
り
て

ん
と
、
下
に
希
ひ
思
ふ
事
は
斯
う
斯
う
ぞ
な
ど
、
人
の
言
ふ
を
聞
く

こ
そ
、
最
と
怖
ろ
し
け
れ
。
さ
る
は
、
面
て
を
和
ら
げ
、
詞
を
巧
み

に
し
て
、
最
と
能
う
交
際
ふ
人
々
も
、
却
り
て
気
怖
ろ
し
う
ぞ
思
ひ

な
さ
る
ゝ
や
。

14
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「
賤
し
げ
な
る
も
の
」

○ 

酔
ひ
し
れ
た
る
人
。
さ
る
わ
ざ
、
い
み
じ
う
悪
き
事
に
す
め
る
習

慣
の
国
な
れ
ば
、い
と
ゞ
目
と
ま
り
て
、賤
し
げ
に
ぞ
見
な
さ
る
ゝ
や
。

こ
う
し
た
表
現
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
そ
れ
に
比
例
す
る
よ
う
に
、

母
国
を
誇
ら
し
げ
に
記
し
、
ま
た
海
外
で
母
国
が
賞
賛
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ

の
言
及
も
多
い
。

「
心
ゆ
く
も
の
」

○ 

日
本
の
婦
人
服
、
外
国
人
に
褒
め
称
へ
ら
れ
た
る
。
さ
る
は
追
従

に
も
や
と
は
思
ふ
も
の
か
ら
、
な
ほ
心
行
き
て
覚
ゆ
る
こ
そ
を
か
し

け
れ
。

「
な
ほ
世
に
愛
た
き
も
の
」

○ 

我
が
日
本
の
歴
史
。
斯
許
り
小
さ
き
島
国
の
古
物
語
り
、
何
の
取

り
所
か
あ
ら
ん
と
、
今
様
の
人
は
云
ふ
め
り
。
さ
れ
ど
、
代
々
の
天

皇
の
、
い
み
じ
う
民
を
撫
で
慈
し
み
給
ひ
、
国
民
将
た
い
と
真
実
に

靡
き
事
う
ま
つ
り
つ
る
事
ど
も
、
外
国
人
に
語
り
聞
か
せ
た
れ
ば
、

最
と
い
た
う
愛
で
感
げ
て
、
世
界
の
中
に
斯
る
国
体
や
ま
た
と
あ
る

べ
き
な
ど
、
外
国
人
ぞ
却
り
て
云
ふ
め
る
。
そ
れ
、
よ
し
追
従
な
る

こ
と
の
交
り
た
る
に
も
せ
よ
、
な
ほ
世
に
愛
た
き
も
の
ゝ
中
に
こ
そ
、

取
り
立
て
ゝ
教
へ
つ
べ
き
も
の
な
れ
。

そ
れ
に
し
て
も
外
国
人
か
ら
の
日
本
へ
の
賞
賛
に
、ど
ち
ら
の
文
で
も「
追

従
も
混
じ
っ
て
も
い
よ
う
が
」
と
述
べ
て
い
る
の
が
ほ
ほ
え
ま
し
い
。

こ
の
よ
う
な
言
説
の
基
盤
と
な
っ
た
の
が
「
も
の
は
づ
く
し
」
と
い
う
方

法
で
あ
り
、
そ
れ
が
日
本
の
女
性
作
者
の
古
典
文
学
に
取
材
し
た
も
の
で
あ

る
ゆ
え
に
、
ま
た
伝
統
的
な
日
本
人
、
と
り
わ
け
そ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
価

値
観
に
関
わ
る
宮
仕
え
経
験
者
と
い
う
共
通
性
を
持
つ
者
の
言
説
で
あ
る
ゆ

え
に
、
そ
こ
で
記
さ
れ
た
こ
と
ば
は
固
有
の
説
得
力
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た

で
あ
ろ
う
。

清
少
納
言
の
好
悪
を
奔
放
に
記
し
た
よ
う
に
見
え
る
『
枕
草
子
』
の
文
体

を
援
用
す
る
こ
と
で
、
下
田
は
自
己
の
主
観
的
な
批
評
の
こ
と
ば
を
書
き
連

ね
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
角
度
を
変
え
て
い
え
ば
、

そ
う
し
た
下
田
の
立
ち
位
置
は
清
少
納
言
と
同
じ
宮
仕
え
女
房
で
あ
っ
た
と

い
う
来
歴
に
支
え
ら
れ
、
そ
の
言
説
の
正
当
性
を
お
の
ず
か
ら
保
証
す
る
こ

と
に
な
ろ
う
。
今
紫
式
部
な
ら
ぬ
、
今
清
少
納
言
た
る
、
日
本
の
伝
統
的
な

教
養
下
に
あ
る
下
田
歌
子
が
西
洋
と
渉
り
合
っ
た
貴
重
な
記
録
と
し
て
、『
外

の
濱
づ
と
』
と
い
う
作
品
は
現
前
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

海
外
経
験
を
「
も
の
は
づ
く
し
」
で
記
す
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
戯
作

的
な
姿
勢
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
解
消
さ
れ
な
い
、
存
外
に
考
え
抜
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か
れ
た
、
下
田
以
外
の
余
人
に
は
な
し
え
な
か
っ
た
表
現
方
法
で
あ
る
。
そ

の
ね
ら
い
は
当
時
の
時
代
相
の
中
で
見
事
に
成
功
し
て
い
た
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。

本
稿
は
『
外
の
濱
づ
と
』
を
主
と
し
て
『
枕
草
子
』
と
の
関
連
か
ら
論
じ

た
。
そ
こ
に
記
さ
れ
た
日
本
と
西
洋
と
の
関
係
、
思
想
性
、
批
評
性
、
さ
ら

に
は
当
時
こ
の
作
品
が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
か
な
ど
、
考
察
す
べ

き
こ
と
は
ま
だ
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
後
稿
を
期
す
次
第
で
あ
る
。

■
注

1 

「
下
田
歌
子
の
教
育
の
源
泉
」（
下
田
歌
子
研
究
所
年
報
「
女
性
と
文
化

第
3
号
」
平
成
二
十
九
年
三
月
）。

2 

『
下
田
歌
子
先
生
傳
』（
故
下
田
校
長
先
生
傳
記
編
纂
所
、
昭
和
十
八
年

十
月
）。

3 

枕
草
子
研
究
会
編
、
勉
誠
出
版
、
平
成
十
三
年
四
月
。

4 

注
2
に
同
じ
。

5 

『
源
氏
物
語
講
義 

首
巻
』（
実
践
女
学
校
出
版
部
、
昭
和
九
年
四
月
）。

6 

注
1
に
同
じ
。

7 

『
方
丈
記 

徒
然
草 

正
法
眼
藏
随
聞
記 

歎
異
抄
』（
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集
、
小
学
館
、
平
成
七
年
三
月
）。

8 

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
）。
な
お
、随
時
旧
字
な
ど
を
、私
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

9 

『
枕
草
子 

上
・
下
』（
筑
摩
書
房
、
平
成
二
十
九
年
四
月
）。

10 

『
春
曙
抄
』の
引
用
は
、注
9
に
同
じ
。「
三
巻（
定
家
）本
」の
引
用
は
、『
枕

草
子
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、小
学
館
、平
成
九
年
三
月
）
に
拠
る
。

11 

注
8
に
同
じ
。

12 

注
10
に
同
じ
。

13 

『
枕
草
子
春
曙
抄
』「
延
宝
二
年
甲
寅
七
月
十
七
日 

北
村
季
吟
書
」
奥

書
本
。

14 

跋
文
は
以
下
の
と
お
り
。「
わ
が
彼
の
国
に
在
り
け
る
程
、
見
も
し
聞
き

も
し
つ
る
事
に
就
き
て
、
難
波
津
の
よ
し
と
も
あ
し
と
も
、
心
ひ
と
つ

に
思
ひ
し
み
ぬ
る
は
、
な
ほ
こ
の
外
に
も
最
と
繁
け
れ
ど
、
は
し
書
き

に
言
へ
る
が
如
く
、
こ
は
も
と
、
枕
の
草
子
に
連
ら
ね
た
り
し
詞
を
さ

な
が
ら
、
旧
り
ぬ
る
跡
を
、
新
ら
し
う
改
め
試
み
ん
と
て
、
戯
れ
に
旅

寝
の
窓
の
つ
れ
〴
〵
な
る
折
々
、
刈
り
束
ね
書
い
つ
け
て
、
望
郷
病
の

薬
に
も
と
も
の
し
つ
る
な
れ
ば
、
い
と
ゞ
し
ど
け
無
き
鳥
の
跡
、
引
き

こ
め
て
も
あ
り
ぬ
べ
き
も
交
り
、
は
た
書
き
も
置
か
ま
ほ
し
き
を
省
き

た
る
も
多
か
め
れ
ど
、
余
り
の
落
葉
は
、
ま
た
も
さ
る
べ
き
序
あ
ら
ん

時
に
、
更
に
取
り
集
め
綴
り
な
し
て
ん
と
て
、
最
と
中
空
の
や
う
な
れ

ど
、
今
は
た
ゞ
斯
ば
か
り
を
な
ん
。」

 
 

こ
こ
で
も
『
枕
草
子
』
と
の
関
係
を
述
べ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
跋
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文
の
「
見
も
し
聞
き
も
し
つ
る
事
に
就
き
て
、
難
波
津
の
よ
し
と
も
あ

し
と
も
、
心
ひ
と
つ
に
思
ひ
し
み
ぬ
る
は
」
と
い
う
一
節
は
『
枕
草
子
』

跋
文
の
「
こ
の
草
子
、
目
に
見
え
心
に
思
ふ
事
を
、
人
や
は
見
む
と
す

る
と
思
ひ
て
」（
三
巻
本
、『
春
曙
抄
』
も
ほ
ぼ
同
じ
）「
さ
れ
ど
、
こ

の
草
子
は
、
目
に
見
え
心
に
思
ふ
事
の
、
よ
し
な
く
あ
や
し
き
も
」（
能

因
本
）
な
ど
を
想
起
さ
せ
、
更
に
「
旅
寝
の
窓
の
つ
れ
〴
〵
な
る
折
々
、

刈
り
束
ね
書
い
つ
け
て
」
は
「
つ
れ
づ
れ
な
る
里
居
の
ほ
ど
に
、
書
き

あ
つ
め
た
る
を
」（
三
巻
本
、『
春
曙
抄
』
も
同
じ
）「
つ
れ
づ
れ
な
る
を

り
に
、
人
や
は
見
む
と
す
る
に
思
ひ
て
書
き
あ
つ
め
た
る
を
」（
能
因

本
）
な
ど
と
重
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。『
外
の
濱
づ
と
』
が
『
枕
草
子
』

と
自
ら
の
創
作
状
況
を
重
ね
な
が
ら
記
し
て
い
た
こ
と
が
こ
こ
か
ら
も

裏
付
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

15 

日
本
古
典
文
学
全
集
、
小
学
館
、
昭
和
五
十
八
年
二
月
。

16 

注
15
に
同
じ
。（

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

15
16


