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「
文
化
と
教
育
」
と
い
う
題
の
も
と
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
含

ま
れ
ま
す
か
ら
、
何
で
も
話
が
で
き
ま
す
。
私
の
個
人
的
な
意
見
で

い
い
と
い
う
ご
依
頼
で
す
の
で
、
自
由
な
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
文
化
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
難
し
く
考
え
れ
ば
難
し
い
の
で
す

け
れ
ど
、
易
し
く
考
え
れ
ば
易
し
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
よ
く
日
本

に
は
教
育
は
あ
る
け
れ
ど
も
文
化
は
な
い
と
い
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は

外
国
人
が
よ
く
い
う
こ
と
で
す
。

私
も
外
国
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
知
っ
て
い
ま
す
が
、
日

文

化

と

教

育

本
の
よ
う
に
教
育
が
普
及
し
て
い
る
国
は
あ
り
ま
せ
ん
。
皆
さ
ん
ご

承
知
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
で
も
文
盲
が
か
な
り
お
り
ま
す
し
、
ま

た
他
の
地
域
に
は
教
育
と
い
う
も
の
が
全
然
な
い
と
こ
ろ
が
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
。
日
本
は
そ
う
い
う
こ
と
が
な
く
、
義
務
教
育
が
徹
底

的
に
普
及
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
文
部
省
の
力
で
す
。

文
化
も
文
部
省
の
所
轄
範
囲
な
の
で
し
ょ
う
が
、
ど
う
も
文
化
は

普
及
し
て
い
な
い
。
教
育
は
あ
る
け
れ
ど
も
文
化
は
な
い
と
い
う
こ

と
で
す
。
こ
と
に
地
域
の
文
化
|
ー
地
方
文
化
と
い
う
言
葉
が
あ
り

ま
す
け
れ
ど
も
、
私
は
地
方
文
化
と
い
う
言
葉
は
嫌
い
で
す
。
地
方

と
い
う
と
、
中
央
に
対
す
る
地
方
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う

い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
さ
き
の
中
央
教
育
審
議
会
の
「
地
域
社
会
と

文
化
に
つ
い
て
」
の
答
申
で
も
、
地
域
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
て

い
ま
す
。
東
京
も
―
つ
の
地
域
に
違
い
な
い
の
で
す
。
何
か
地
域
の

内

村

直

也

中
央
教
育
審
議
会
委
員

劇

作

家
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文
化
と
い
う
も
の
に
対
し
て
、
地
域
の
人
た
ち
が
誇
り
を
持
っ
て
い

な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
教
育
は
普
及
し
て
い
ま
す

が
、
地
域
の
文
化
と
い
う
も
の
に
対
し
て
、
地
元
の
文
化
に
対
し
て

誇
り
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
残
念
な
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
、
日
本
が
西
洋
の
文
化
に
対
し
て
一
目
置
い
て
い
て
、
西

洋
の
文
化
が
何
で
も
い
い
の
だ
、
こ
と
に
流
行
と
い
う
よ
う
な
こ
と

は
、
ア
メ
リ
カ
で
や
っ
て
い
る
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
で
や
っ
て
い
る
か

ら
こ
う
だ
と
か
い
う
ふ
う
に
ウ
ェ
イ
ト
を
置
い
て
い
る
。
西
洋
の
文

化
を
一
っ
上
に
置
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に

中
央
と
地
方
＇
~
私
の
嫌
い
な
地
方
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
け
れ

ど
も
ー
の
関
係
で
も
、
地
方
の
文
化
も
、
東
京
で
や
っ
て
い
る
か

ら
こ
う
だ
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
点
で
、
教
育
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
徹
底
し
て
い
る
け
れ

ど
も
、
文
化
は
な
い
と
い
う
の
は
当
た
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
ぞ
れ
の
土
地
の
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
の
伝
統
と
か
現
在
の
文

化
に
対
し
て
、
も
っ
と
誇
り
を
持
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
、
私
の

結
論
と
し
て
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
へ
行
く
の
で
す
。

そ
の
前
に
、
文
化
と
い
う
の
は
一
体
何
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
て
い

ろ
い
ろ
考
え
る
と

r

い
ろ
ん
な
解
釈
が
で
き
る
の
で
す
。
非
常
に
広

い
意
味
で
解
釈
す
れ
ば
、
人
間
が
自
然
、
ネ
イ
チ
ャ
ー
に
働
き
か
け

な
が
ら
、
自
然
状
態
を
脱
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
物
質
的
、
精
神
的

な
成
果
の
い
っ
さ
い
を
い
う
。
文
化
の
解
釈
は
そ
れ
で
私
は
正
し
い

破
壊
し
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
日
本
の
伝
統
と
い
う
も
の
の
中

に
は
、
自
然
を
大
事
に
し
て
、
要
す
る
に
自
然
に
も
人
間
と
同
じ
よ

う
な
魂
が
あ
る
ん
だ
と
、
草
に
も
木
に
も
魂
が
あ
る
ん
だ
と
考
え
た

わ
け
で
す
。
人
間
と
平
等
に
見
た
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
自
然
に
対

し
て
敬
語
を
使
う
で
し
ょ
う
。
お
月
さ
ま
と
か
、
お
て
ん
と
う
さ
ま

と
か
、
そ
う
い
う
も
の
に
対
し
て
敬
語
を
使
う
こ
と
。
そ
れ
か
ら
仏

教
の
思
想
で
す
け
れ
ど
も
、
草
や
木
が
枯
れ
て
死
ん
で
し
ま
う
と
成

仏
す
る
の
だ
と
。
人
間
も
仏
に
な
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
草
や
木
も
成

仏
す
る
と
い
う
思
想
。
こ
れ
は
謡
曲
に
あ
る
言
葉
で
す
。

当
時
の
日
本
人
は
、
紀
元
前
五
世
紀
こ
ろ
ギ
リ
シ
ャ
で
石
の
立
派

な
。
ハ
ル
テ
ノ
ン
の
神
殿
が
造
ら
れ
た
こ
ろ
の
日
本
人
は
、
た
て
穴
を

掘
っ
て
、
そ
こ
で
一
族
が
動
物
と
同
じ
よ
う
に
生
活
し
て
い
た
の
で

し
ょ
う
。
そ
し
て
天
気
に
な
れ
ば
外
へ
出
て
行
く
、
雨
が
降
れ
ば
じ

っ
と
そ
の
た
て
穴
の
中
に
こ
も
っ
て
い
た
。
西
洋
で
は
。
ハ
ル
テ
ノ
ン

神
殿
の
よ
う
な
立
派
な
建
物
を
建
て
た
時
代
に
、
日
本
人
は
ま
だ
そ

う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

こ
れ
を
学
問
的
に
は
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
い
い
ま
す
。
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と

い
う
の
は
、
動
物
、
植
物
を
人
間
と
平
等
に
見
る
思
想
で
す
ね
。
こ

れ
が
日
本
の
文
化
の
発
祥
と
い
い
ま
す
か
、
も
と
は
そ
う
い
う
こ
と

だ
っ
た
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
日
本
人
の
文
化
の
伝
統
だ

と
思
い
ま
す
。

と
思
い
ま
す
。
自
然
状
態
か
ら
脱
す
る
、
こ
の
脱
し
方
な
の
で
す
け

れ
ど
、
西
洋
の
文
化
と
日
本
の
文
化
を
比
較
し
て
考
え
ま
す
と
、
西

洋
の
文
化
は
、
単
純
に
割
り
切
っ
て
言
い
ま
す
と
、
石
の
文
化
で
す

ね
。
ギ
リ
シ
ャ
ヘ
い
ら
し
た
方
は
ご
存
じ
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
ア

テ
ネ
の
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
の
丘
の
上
に
。
ハ
ル
テ
ノ
ン
神
殿
が
あ
り
ま

す
。
バ
ル
テ
ノ
ン
神
殿
は
紀
元
前
五
世
紀
に
、
あ
の
山
に
え
っ
ち
ら

お
っ
ち
ら
と
大
理
石
を
運
ん
で
1

あ
の
山
で
も
大
理
石
が
出
た
の

か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
ー
~
石
の
文
化
を
築
い
た
。
西
洋
の
文

化
は
、
明
ら
か
に
伝
統
的
に
石
の
文
化
だ
と
い
え
る
わ
け
で
す
ね
。

石
の
文
化
と
い
う
も
の
を
考
え
ま
す
と
、
人
間
が
自
然
を
征
服
し

て
1

先
ほ
ど
自
然
へ
何
ら
か
の
働
き
か
け
を
行
っ
て
と
い
う
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
ー
ー
人
間
中
心
の
文
化
を
築
い
て
い
っ
た
の

が
西
洋
の
文
化
の
伝
統
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
に
反
し
て
、
日
本
は
島
国
で
隣
の
国
と
の
接
触
が
な
い
こ
と

か
ら
、
自
然
を
征
服
す
る
力
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
で

し
ょ
う
。
し
か
し
日
本
人
の
性
格
か
ら
い
っ
て
も
、
自
然
を
征
服
す

る
な
ん
て
い
う
お
こ
が
ま
し
い
こ
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
日

本
人
が
何
を
や
っ
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
自
然
と
融
合
し
な
が
ら
人

間
の
文
化
を
徐
々
に
築
い
て
い
っ
た

3

自
然
と
一
緒
に
な
っ
て
築
い

て
い
っ
た
。
私
は
、
こ
こ
に
西
洋
の
文
化
と
日
本
の
文
化
の
非
常
に

大
き
な
、
根
源
的
な
、
伝
統
的
な
違
い
が
あ
る
と
解
釈
し
ま
す
。

今
は
違
い
ま
す
。
現
在
の
日
本
は
、
む
し
ろ
西
洋
よ
り
も
自
然
を

9

.

'

,
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今
は
違
い
ま
す
。
今
朝
も
琵
琶
湖
を
見
て
き
ま
し
た
け
れ
ど
、
琵

琶
湖
は
汚
れ
て
い
ま
す
。
自
然
と
協
調
し
な
が
ら
で
は
な
く
て
、
西

洋
人
以
上
に
自
然
を
破
壊
し
て
い
ま
す
。
琵
琶
湖
だ
け
で
は
な
く

て
、
ど
こ
の
湖
も
み
な
汚
れ
て
い
ま
す
。
地
方
を
旅
行
す
る
と
、
洗

剤
を
流
す
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
湖
は
汚
れ
て
い
る
。
現

在
の
日
本
は
、
伝
統
に
反
し
て
自
然
を
征
服
す
る
と
い
う
か
、
自
然

を
破
壊
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
残
念
で
す
。
た
だ
、
今
朝
石
山

寺
へ
行
き
ま
し
た
け
れ
ど
、
や
は
り
い
い
と
思
い
ま
す
。
木
の
伝
統

が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
。
石
山
寺
で
す
か
ら
石
が
あ
る
の
で
す

が
、
石
の
間
に
木
の
社
殿
を
建
て
て
、
日
本
人
の
信
仰
が
そ
こ
に
表

現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
立
派
な
木
の
文
化
で
す
。

そ
こ
で
、
木
の
文
化
と
石
の
文
化
と
の
違
い
は
、
西
洋
と
は
非
常

に
違
っ
た
も
の
と
し
て
日
本
人
の
考
え
方
の
中
に
残
っ
て
き
て
い
ま

す
。
例
え
ば
十
世
紀
の
『
蜻
蛉
日
記
』
|
ー
『
源
氏
物
語
』
の
少
し

前
で
す
ー
は
、
藤
原
道
綱
の
母
の
著
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
作
者
の
名
前
は
出
さ
な
い
、
た
だ
の
日
記
で
す
。

こ
の
『
蜻
蛉
日
記
』
の
著
者
の
夫
家
兼
は
、
お
公
家
さ
ん
で
偉
い
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つ
こ
。
4
1
 

臭

さ

ん

が

い

た

の

で
n

「
今
日
う
ち
の
主
人
は
帰

っ
て
く
る
か
と
思
っ
て
待
っ
て
い
る
。
こ
馳
走
を
用
意
し
た
け
れ
ど

今
日
も
帰
っ
て
こ
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
が

r

綿
々
と
十
年
く
ら

．．
 

吊

い
に
わ
た
っ
て
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
人
生
は
何
と
は
か
な

い
也
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
う
た
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
と

こ
ろ
が
、
そ
の
間
に
二
年
か
三
年
日
記
を
轡
い
て
い
な
い
時
斯
か
あ

り
ま
ず
。
そ
れ
か
ら
後
に
な
る
と
、
突
如
と
し
て
「
は
か
な
き
こ
と

は
美
し
き
か
な
」
と
い
う
も
の
の
考
え
方
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。

こ
れ
は

日
本
の
思
想
の
非
常
に
大
き
な
特
性
の
―
つ
で
す
。
は

か
な
き
こ
と
は
美
し
き
か
な

r

こ
れ
は
木
の
文
化
か
ら
き
て
い
る
と

思
わ
れ
ま
す
。
木
は
枯
れ
る
と
き
が
く
る

r

朽
ち
る
と
き
が
く
る

r

そ
う
い
う
状
態
が
必
ず
く
る
。
石
の
文
化
の
よ
り
に
永
遠
を
目
指
し

て
い
ま
せ
ん
。
枯
れ
る
と
き
が
‘
く
る
、
朽
ち
る
と
き
が
く
る
か
ら
こ

の
も
の
が
出
て
き
て
、
非
常
に
い
い
こ
と
に
な
る
の
だ
と
い
う

こ
と
で
す
。

こ
れ
を
も
っ
と
は
っ
き
り
言
っ
た
の
は
、
十
豆
世
紀
に
な
っ
て
か
ら

の
世
阿
弥
で
す
。
「
紋
る
花
が
あ
る
か
隻
咲
く
花
が
美
し
い
」
と
、

そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
た
。
造
花
の
よ
う
に
い
つ
ら
咲
き
続
げ
て
い

た
ら

r

花
な
ん
て
筏
こ
り
が
積
る
だ
げ
で
少
し
も
美
し
く
な
い
で
ば

な
い
か
。
花
は
散
る
か
ら
こ
そ
、
咲
い
て
い
る
花
が
美
し
い
の
だ
と

い
う
こ
と
で
す
。

こ
こ
か
ら
無
常
観
と
い
う
日
本
人
の
考
え
方
が
出
ま
す
。

て
い
る
こ
と
。

こ
れ
は
あ
る
捏
度
仕
方
が
な
い
と
思
ら
の
で
す
。

日
本
の
文
化
は
、
厳
密
に
い
う
と
模
倣
文
化
で
す
。
外
国
の
文
化

を
模
倣
し
て
作
っ
た
文
化
で

r

散
る
花
が
あ
る
か
ら
咲
く
花
が
美
し

い
と
い
う
こ
と
で

r

は
か
崖
き
こ
と
は
美
し
き
か
な
と
い
う
よ
う
な

状
態
で
は
な
か
な
か
文
化
は
進
歩
し
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
f
4

め
る
時
代

に
は
朝
鮮
か
ら
、
あ
る
い
は
中
国
か
ら
い
ろ
い
ら
な
文
化
を
受
け
入

れ
て
き
た
。
そ
し
て

r

今
は
ア
メ
リ
カ
と
か
ヨ
ー1
戸
ッ
パ
か
ら
新
し

い
文
化
を
ど
ん
ど
ん
入
れ
て
い
く
。
非
常
に
稼
極
的
に
入
れ
て
い

く
。
そ
の
輸
入
文
化
の
消
化
、
日
本
的
活
用
に
日
本
人
は
非
常
に
巧

み
だ
っ
た
と
思
し
ま
ナ
。
叢
近
で
鯰
自
動
車
と
か
カ
メ
ラ
、
こ
れ
ら

は
日
本
の
文
化
で
は
な
く
西
洋
人
が
考
え
出
し
た
も
の
で
す
。
そ
れ

が
今
や
世
界
の
国
々
、
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
国
が
、
日
本
の

車
が
あ
ま
り
出
ま
わ
り
過
ぎ
て
困
る
と
い
う
く
ら
い
に
世
界
中
に
普

及
さ
れ
て
い
ま
す
。
西
洋
の
発
明
し
た
も
の
を
日
本
人
が
消
化
し

て
↑
、
よ
り
安
く
て
、
優
れ
九
も
の
を
製
造
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

こ
の
点
で
は

r

昔
の
伝
統
か
ら
い
っ
て
も

r

例
え
ば
日
光
の
東
照

宮
で
す
が
、
日
本
の
建
物
と
し
て
非
常
に
優
秀
茫
と
い
わ
れ
て
お
り

ま
す
が
、
も
と
は
朝
鮮
か
ら
入
っ
て
き
た
建
造
物
の
模
倣
で
す
。
朝

鮮
に
行
く
と
見
っ
と
古
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
そ
の
当
時
日

本
人
が
輸
入
し
て

r

日
本
的
に
う
ま
く
消
化
し
て
東
照
宮
を
造
り
出

し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
自
動
車
産
業

と
か
カ
メ
ラ
産
業
の
よ
う
に
東
照
宮
は
輸
出
し
ま
せ
ん
け
れ
ど
：
：

つ
ね
な

ら
ざ
ろ
怠
の
の
美

r

禁
常
美
詞
こ
れ
は
西
洋
に
は
な
い
も
の
の
考

え
方
で
す
。
西
洋
の
文
化
は
石
の
文
化
で
ず
か
ら
、
永
遠
を
目
指
し

て
い
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が

r

日
本
の
文
化
は
そ
う
で
は
な

い
。
木
の
文
化
た
か
ら
は
か
攻
い
。
枯
れ
る
と
ぎ
朽
ち
る
と
き
が

く
る
。
そ
の
無
常
f
つ
ね
な
ら
ざ
る
出
の
、
そ
れ
を
美
と
見
た
わ
け

で
ず
。
こ
れ
は
、
日
本
の
文
化
の
伝
統
の
中
で
非
常
に
す
ぐ
汎
た
要

素
だ
と
思
い
ま
す
。
築
常
美
は
日
本
の
文
化
的
な
思
想
の
大
き
な

要
素
で
す
。

芭
蕉
が
い
っ
た
わ
び
と
か
さ
び
出
r

'

一
種
の
禁
常
美
で
す
。
無
常

美
は
、
形
か
ら
す
る
と
あ
き
ら
め
の
精
神
也
入
っ
て
お
り
ま
す
け
れ

ど
f
し
か
し
そ
れ
が
世
の
中
の
移
り
変
わ
り
と
い
ら
点
か
ら
す
る
と

散
る
花
が
あ
る
か
ら
咲
く
花
が
美
し
い
と
い
う
思
想
に
な
っ
て
い
く

わ
け
で
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そ
り
い
う
こ
と
で

r

日
本
の
文
化
に
は
立
派
な
も
の
の
考
え
方
が

あ
ろ
の
で
す
が
、
し
か
し
今
の
状
態
を
考
え
ま
す
と
f
西
詳
の
文
化

に
対
し
て
劣
等
感
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
す
ね
。
西
洋
文
化
に
追
従

し
て
行
か
な
げ
れ
ば
い
け
な
い

r

そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
大
き
く
残
っ

,
:
。
日
本
人
は
ど
う
も
文
化
の
独
創
性
が
な
い
と
い
わ
れ
ま
す
。
邸

応
残
念
な
が
ら
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。

反
面
、
い
い
面
を
い
う
と
、
西
洋
の
文
化
を
日
本
的
に
う
ま
く
消

化
す
る
点
で
、
日
本
は
文
化
的
に
現
在
の
世
界
の
市
湯
を
獲
得
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
の
で
す

C

そ
の
根
癒
は
模
倣
か
ら
始
ま
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す

C

で
す
か
ら

r

日
本
に
は
文
化
が
な
い
と
い
わ
れ

ま
す
が

r

考
え
方
に
よ
っ
て
は
、
模
倣
か
ら
始
ま
っ
て
消
化
す
る
こ

と
も
ま
た

r

―
つ
の
文
化
だ
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。

9

9

9

9

9

9

9

9

,

 

一

文

化

と

風

土

二

風

瞥

i
9
9
9
9
9
9
9
r
e
9
i
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
,
'
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
~
ヽ
9
9
9
9

そ
こ
で

r

西
洋
の
文
化
と
日
本
の
文
化
を
比
較
す
る
場
合
、
い
ろ

い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
西
洋
文
化
は
、
や
は
り
気
候
風
土
か
ら
で
き
て

い
る
面
が
あ
り
ま
す
。
石
の
文
化
と
同
時
に
、
気
候
風
土
か
ら
日
常

生
活
と
か
苦
慣
と
か
い
う
も
の
が
で
き
て
き
て
い
ま
す
。
例
え
ば
西

洋
で
は
摺
手
す
る
。
あ
る
い
は
抱
擁
す
る
と
か
接
吻
す
る
と
か
い
う

風
習
が
あ
る
。
こ
れ
は
親
愛
の
情
を
表
わ
す
と
同
時
に
、
例
え
ば
握

手
を
す
る
の
は
手
に
凶
器
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
だ
と

い
わ
れ
ま
す
。
日
本
に
は
そ
う
い
う
習
慣
は
全
然
な
か
っ
た
わ
け

で
r

明
治
維
新
以
後
に
や
っ
と
西
洋
か
ら
入
っ
て
き
た
の
で
す
け
れ
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ど
も
f
そ
う
い
う
習
慣
が
な
か
っ
た
か
。
募
原
咲
平
さ
ん
と
い

う
気
象
学
の
大
家
ば
日
本
は
湿
度
が
高
い
囲
だ
か
ら
そ
う
い
う
習

慣
が
な
か
っ
た
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
私

r

そ
の
本
を
読
み
ま

し
た
と
き

r

な
る
ほ
ど
な
と
思
い
ま
し
た
。

人
間
は
愛
惰
を
表
現
す
る
と
き
、
男
で
も
女
で
も
接
近
し
た
く
な

る
の
で
4

ど
巧
そ
れ
を
接
近
し
な
か
っ
た
。
握
手
も
抱
挽
も
何
も
な

か
っ
た
と
い
う
の
は
湿
度
が
高
い
か
ら
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。
私
な

ど
汗
っ
か
き
な
も
の
で
す
か
ら
、
人
と
握
手
す
る
前
に
は
ポ
ケ
ッ
ト

の
中
で
ハ
ン
カ
チ
で
手
を
ふ
い
て
、
そ
れ
か
ら
振
手
を
し
ま
す
。
そ

う
し
な
い
と
f
汗
が
向
こ
う
へ
移
り
そ
う
で
気
が
ひ
け
ま
す
。
こ
う

い
う
風
習
は
確
か
に
気
候
風
土
が
大
き
な
要
素
と
な
っ
て
で
き
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

衣
食
住
の
形
と
か

r

あ
る
い
は
信
仰
と
か

r

道
徳
と
か
、
法
律
と

足
芸
術
と
か

r

そ
う
い
う
も
の
出
結
局
そ
の
国
々
の
気
候
風
土
と

か
、
そ
う
い
う
も
の
か
ら
で
き
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

日
本
人
の
伝
統
的
な
文
化
は
先
筏
ど
の
無
常
翫
と
い
う
思
想
と

同
時
に

r

も
っ
と
日
常
生
活
の
面
に
お
い
て
は

r

例
え
ば
西
洋
で
は

部
屋
に
鍵
を
か
け
ま
す
が

r

日
本
人
は
鑓
を
使
わ
な
か
っ
た
。
若
夫

娼
が
泊
っ
て
い
る
と
き
で
隻
鍵
を
か
け
な
く
て
忠
大
丈
夫
だ
と
い

う
の
は
f
日
本
人
の
伝
統
の
中
に
「
察
し
」
と
「
思
い
や
り
」
が
あ

る
か
ら
で
す
。
「
察
し
」
と
「
思
い
や
り
」
が
あ
れ
ば

r

鍵
な
ど
な

く
て
も
若
夫
婦
が
安
心
し
て
夜
を
あ
か
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
ず
。

て
い
ま
す
。
こ
ん
な
に
地
域
地
域
の
の
特
色
の
あ
る
国
は
世
界

で
他
に
あ
り
ま
せ
ん
。
ア
メ
リ
カ
を
旅
行
し
て
も

r

西
部
か
ら
東
部

へ
行
っ
て
も
土
産
物
に
す
る
よ
う
な
も
の
は
そ
れ
ほ
ど
違
い
が
な
い

で
し
ょ
う

C

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
ヘ
行
っ
て
、
そ
れ
か
ら
ワ
シ
ン
ト
／
✓

へ
行
き

r

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
ヘ
行
っ
た
っ
て
そ
ん
な
に
違
い
が
な
い
。

と
こ
ろ
が
日
本
は
、
徳
川
時
代
に
は
藩
と
藩
の
交
流
を
許
さ
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
、
独
自
の
も
の
を
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た

3

そ
れ

を
中
央
に
貫
ぎ
物
と
し
た
の
で
す
。
そ
れ
が
今
日
の
各
地
域
の
特
産

品
を
作
り
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
ず
。

入
々
は
忍
ち
ろ
ん
そ
れ
を
誇
り
に
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
げ
れ

ど
も

r

こ
う
い
う
店
が
日
本
の
地
域
文
化
に
は
ま
だ
残
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
、
こ
れ
は
非
常
に
い
い
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
応
こ
う
い
う

も
の
は
残
し
こ
助
長
し
て
い
く
こ
と
が
文
化
政
策
と
し
て
必
要
だ

と
思
い
ま
す
。
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言
葉
の
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
西
洋
の
言
葉
と
日

本
の
言
葉
を
比
較
し
て
考
え
ま
す
と
、
西
洋
の
言
葉
は
論
理
的
で
す

が
、
日
本
の
言
葉
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
西
洋
の
言
葉
と
比
較

そ
う
い
う
風
習
は
世
界
の
国
々
に
あ
っ
て
、

文
化
に
な
っ
て
い
る
わ
げ
で
す
け
れ
ど
も
、

い
ろ
と
世
界
の
息
の
を
と
り
入
れ
て

r

そ
の

今
日
の

日
本
は
文
化
的
に
い
ろ

日
本
的
に
消
化
し
て
い
る
の

9

9

9
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.

 

,

9

9

9

9

9

9

5

9

9

 

一

地

域

の

文

化

に

誇

り

を

一

、

一

t

-

5

9

9

:

9

9

9

9

9

9

9

9

,

'

 

そ
こ
で

r

西
洋
と
日
本
の
文
化
の
関
係
だ
け
で
は
な
く
て
、
今
度

は
地
域
の
文
化
の
問
題
で
す
が
、
こ
れ
は
「
地
域
社
会
と
文
化
」
と

い
う
中
央
教
育
審
議
会
の
答
申
に
も
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
，
私
は

地
域
の
文
化
に
対
し
て
怠
っ
と
誇
り
を
持
た
な
く
て
は
い
け
な
い
と

思
い
ま
す
。
今
ま
で
は
何
で
も
中
央
の
危
の
が
い
い
，
中
央
が
こ
う

し
て
い
る
か
ら
と
追
従
す
る
こ
と
に
全
力
定
注
い
で
き
た
の
で
す
げ

九
ど
隻
こ
れ
か
ら
は
地
域
の
伝
統
文
化
に
誇
り
を
持
っ
て
、
地
域

の
生
活
を
豊
か
に
し
て
い
く
こ
と
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま

す。
徳
川
時
代
は
各
藩
の
交
流
を
許
さ
な
い
で
f
ー
す
べ
て
が
中
央
と
直

結
と
い
汰
政
治
を
と
っ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
の
方
法
は
弊
害
も
あ
り

ま
し
た
げ
れ
ど
も
、
い
い
点
応
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
国
内

を
旅
行
し
て
お
り
ま
す
シ
『
駅
が
変
わ
る
と
売
店
の
土
産
物
が
違
っ

す
る
と
非
常
に
論
理
的
で
な
い
面
が
あ
る
。
し
か
し
反
面

r

日
本
の

言
葉
に
は
合
み
と
い
う
ぶ
の
が
あ
っ
ご
日
本
語
に
は
独
特
の
良
さ

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
と
同
時
只
中
央
の
い
わ
ゆ
る
標
準
語
と
い
わ
れ
る
一
言
葉
に

対
し
こ
地
方
の
方
言
の
良
さ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
西
洋
の
言
葉
と
日
本
の
言
葉
を
比
較
し
ま
す
と

r

い
ろ
ん

な
例
が
出
て
く
る
の
で
す
け
れ
ど
も

r

コ
ッ
プ
が
机
の
上
に
あ
る
と

い
う
表
現
、
と
こ
ろ
が
机
の
空
間
を
置
い
た
上
に
と
い
う

r

こ
の
表

現
が
日
本
語
に
な
い
。
私
は
ず
い
ぶ
ん
調
べ
ま
し
た
。
英
語
で
す
と

ォ
／
・
ザ
こ
ァ
ー
ブ
ル
と
ア
バ
ー
ブ
・
ザ
。
テ
ー
・
ブ
ル
で
す
。
フ
ラ

f
こ
ス
語
で
す
と
シ
ュ
ー
・
ル
こ
フ
。
タ
ー
ブ
ル
に
対
し
て
オ
ー
ド
シ
ュ

ー
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
ド
イ
ツ
語
だ
と
ユ
ー
バ
ー
し
と
い
う
言

葉
が
あ
り
ま
す
。
「
ド
イ
チ
ラ
ン
ド
・
ド
イ
チ
ラ
ン
ド
。
ユ
ー
バ
ー
・

ア
ー
レ
ス
」
、
す
べ
て
の
も
の
を
超
え
た
上
に
ド
イ
ジ
と
い
う
国
が

あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す

C

日
本
語
に
は
こ
れ
が
あ
り
ま
せ
ん
。

幼
稚
園
の
先
生
が

r

明
日
は
遠
足
な
の
で
「
こ
の
記
章
を
ポ
ケ
ッ

ト
の
上
に
つ
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
」
と
い
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
う
し

ま
し
た
ら
翌
日

r

玉
ケ
ッ
ト
そ
の
息
の
に
着
げ
て
き
た
子
ど
も
が
半

分
、
そ
れ
か
ら
ポ
ケ
ッ
ト
の
上
方
に
着
け
た
子
ど
怠
が
半
分
と
い
う

こ
と
だ
っ
た
そ
う
で
」
＼
先
生
は
ど
っ
ち
を
考
え
た
の
か
わ
か
り
ま

せ
ん
け
れ
ど
、
「
ボ
ケ
ッ
ト
の
上
に
」
と
い
う
表
現
、
こ
れ
は
論
理

的
で
は
な
い
で
す
ね
。
論
理
的
な
言
葉
が
日
本
語
に
な
い
の
で
す
。
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こ
れ
は
日
本
語
の
欠
陥
で
、
こ
う
い
う
欠
げ
て
い
る
言
葉
を
日
本

の
中
へ
加
え
て
い
か
な
‘
く
て
は
い
げ
ま
せ
ん

a

こ
れ
と
同
じ
よ
う

に
、
「
先
」
と
い
う
言
葉
忍
そ
う
で
す
。
新
幹
線
で
、
先
の
ほ
う
に

故
障
が
あ
り
ま
し
て
ど
う
の
こ
う
の
と
ア
ナ
ウ
ン
ス
し
て
い
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
が
、
先
の
ほ
う
と
い
う
の
は
横
関
車
の
先
の
蔀
分
な
の

か
、
線
路
の
先
に
故
障
が
あ
る
の
か

r

聞
い
て
い
る
と
分
か
り
ま
せ

ん
。
車
の
前
方
な
の
か

r

寧
自
体
な
の
か
り
ま
せ
ん
。

青
と
緑
も
論
理
的
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
青
信
号
と
い
う
こ
と
を
よ

く
い
い
ま
す
が

r

日
本
語
を
勉
強
し
て
い
る
外
人
は

r

青

は

ブ

ル

9
ー
、
緑
は
グ
リ
ー
ソ
だ
と
教
え
ら
れ
ま
す
。
あ
る
外
人
が
ー
~
こ
れ

は
冗
談
で
は
な
く
て
本
当
の
話
で
す
け
れ
ど
忠
！
ー
横
断
歩
道
で

r

青
信
号
か
出
る
ま
で
お
待
ち
下
さ
い
と
い
わ
れ
た
と
い
う
の
で
す
。

だ
か
ら
待
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
遂
に
ブ
ル
ー
信
号
は
出
な
か
っ
た
と

い
う
の
で
ず
。
青
は
プ
ル
ー
だ
と
思
し
込
ん
で
い
る
°
グ
リ
ー
ン
し

か
出
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
上
に
」
に
危
同
じ
よ
う
な
話
が
あ
り
ま
す

c

少
し
で
き
る
人
が
、

汀＇

日
本
入
で
英
語
が

上
菱
と
下
段
が
あ

自
分
の
切
符
は
上
段
た
っ
た
そ
う
で
ず
。
下
段
に
外
国
の
こ
掃

坐
っ
て
い
た
。
そ
の
人
鯰
何
か
挨
抄
を
し
な
げ
れ
は
い
け
な
い

と
思
っ
て
i
-
「
メ
イ
こ
ア
イ
。
ス
リ
ー
プ
＇
オ
シ
＇
ユ
ー
」
と
い
っ
て

そ
の
ご
娼
人
を
鶯
か
せ
た
と
い
ら
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ど
こ
の
国
の
言
葉
に
息
そ
紅
ぞ
れ
長
所
と
欠
陥
が
あ
り
ま
す
。
ニ

寝
台
車
へ
入
っ
て
い
っ

ド
（
愛
の
自
殺
）
と
凝
れ
ば
そ
う
い
う
訳
に
な
る
の
で
ず
け
れ
ど
も
f

「
心
中
」
と
い
う
の
は
い
い
言
葉
で
す
。
心
の
中

r

「
中
」
と
い
う

の
は
「
あ
た
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
百
発
百
中
」
で
し
ょ
う

a

心
と
心
が
び
っ
た
り
あ
た
る
の
は
心
中
す
る
状
態
だ
と
、
そ
う
い
う

ロ
マ
シ
チ
ソ
ク
な
と
こ
ろ
か
ら
出
て
い
る
の
で
す
。
心
中
な
ん
て
い

う
こ
と
は
あ
ま
り
よ
く
な
い
け
れ
ど
も
f
「
心
中
」
と
い
う
言
葉
自

体
は
私
は
な
か
な
か
い
い
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
よ
う
に
、
日
本
語
に
あ
っ
て
西
洋
の
言
葉
に
な
い
言

葉
例
え
ば
「
奥
ゆ
か
し
い
」
な
ん
て
い
う
言
葉
は
西
洋
に
は
あ
り

ま
せ
ん
。
訳
せ
ま
せ
ん
。

9
9
,
`
 

一

標

準

語

と

方

言

9

9

,

 

こ
れ
と
同
様
塁
い
わ
ゆ
る
方
言
と
い
わ
れ
て
い
る
地
方
の
言
葉

に
隻
私
は
い
い
言
葉
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
忠
文

化
で
す
。
私
は
標
準
語
と
い
う
言
葉
を
好
み
ま
せ
ん
。
標
準
語
が
制

度
化
さ
れ
た
の
は
明
治
三
十
五
年
だ
そ
う
で
す
が
、
そ
の
と
き
は
日

本
全
国
の
方
言
、
そ
の
当
時
東
京
も
模
準
語
が
な
く
て
方
言
だ
っ
た

わ
け
で
す
か
ら
、
日
本
全
国
の
方
言
の
最
大
公
約
数
を
も
っ
て
標
準

語
と
な
す
と
い
う
思
想
だ
っ
た
の
で
す
ね
。
そ
れ
が
中
央
集
櫂
の
カ

ス
ペ
ラ
，
ノ
ト
語
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
に
よ
，
／
て
の

言
葉
は
一
つ
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
f
'
乱
は
学
生
時
代
に
あ
る
人
か

ら
ず
い
分
た
た
き
込
ま
れ

r

一
生
懸
命
や
っ
た
も
の
で
す
。
こ
れ
は

論
理
的
に
で
き
て
い
ま
ず
。
論
理
一
点
張
り
で
す
。
し
か
し
、
こ
う

い
う
言
葉
は
広
く
使
わ
れ
ま
せ
ん
°
結
局

r

ニ
ス
ペ
ラ
ン
ト
語
は
f

今
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
言
葉
は
そ
の
国
の

土
地
、
そ
の
国
の
一
つ
の
特
性
を
表
わ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
と
思
い
ま
す
。

日
本
語
の
中
で
非
常
に
い
い
と
思
う
の
は
「
枯
れ
葉
」
な
ん
て
い

う
言
葉
で
す
。
イ
ブ
。
モ
ン
タ
ソ
の
シ
ャ
ン
ソ
ン
で
｀
。
「
枯
れ
葉
」

と
い
う
歌
が
日
本
で
危
流
行
し
ま
し
た
け
れ
ど
隻
こ
れ
は
フ
ラ
ソ
i

-
〈
語
の
原
題
で
は
「
死
ん
だ
葉
」
（
フ
ォ
イ
ー
ュ
・
モ
ル
ト
）
で
す
。
英

語
で
3

も
枯
れ
る
と
い
う
言
葉
は
あ
り
ま
ず
ぶ
竺
詰
れ
葉
と
な
る
と
死

ん
た
息
の
と
解
釈
ず
る
よ
う
で
す
。
デ
ッ
ド
。
リ
ー
フ
で
ず
。
日
本
悟

の
柏
れ
葉
は
、
生
の
余
じ
ん
を
保
ち
た
が
ら
柏
れ
て
い
る
わ
け
で
し

ょ
う
。
は
か
な
き
こ
と
旦
美
し
き
か
な
の
思
想
と
同
じ
で
す
よ

か
ら
「
心
中
」
こ
い
う
言
葉
。
心
の
中
と
書
い
て
心
中
。
そ

の
意
抹
を
考
え
ま
す
と
、
ど
う
し
て
心
の
中
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま

ず
。
近
松
門
左
衛
門
の
『
曾
担
崎
心
中
』
を
英
語
で
紹
介
す
る
と
き

に
r

「
心
中
」
を
ど

9
訳
そ
う
か
と
考
え
ま
し
た
。
英
語
で
は
ダ
ブ

ル
。
ス
イ
サ
イ
ド
。
論
理
的
に
い
え
ば

r

―
一
人
が
自
殺
す
る
か
ら
自

殺
の
ダ
ブ
ル
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
ラ
ブ
。
ス
イ
ザ
イ

で
r

f
い
つ
の
間
に
か
東
京
の
山
の
手
の
中
産
階
級
の
日
常
生
活
の
言

葉
が
椰
準
語
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
ず
。

明
治
一
二
十
五
年
当
時
の
東
京
の
山
の
手
の
住
民
は
ど
う
い
ら
入
た

ち
立
考
え
て
み
ま
ず
と
、
歴
史
を
振
り
返
り
ま
す
と
、
徳
川
慶
喜
が

江
戸
城
を
開
け
渡
し
て
駿
府
に
落
ち
の
び
た
あ
と
東
京
の
山
の
手
に

入
っ
て
き
た
の
は
ど
う
い
う
入
た
ち
か
と
い
う
と
f
薩
長
の
軍
勢
で

す
。
薩
摩
ー
鹿
児
島
、
長
州
ー
山
口
そ
う
い
う
人
た
ち
の
軍
勢
が

入
っ
て
き
ご
明
治
の
初
め
に
山
の
手
の
人
種
に
な
っ
た

3

勝
海
舟

の
よ
う
に
江
戸
に
居
残
っ
た
人
も
い
こ
薩
長
の
入
た
ち
が
入
っ
て

き
て
、
渾
然
一
体
と
な
っ
て
東
京
の
山
の
手
の
住
人
と
な
り
、
そ
の

言
葉
と
な
っ
た
。
だ
か
ら
鹿
児
島
弁
と
か
山
口
弁
と
い
う
も
の
が
東

京
の
標
準
語
の
中
に
は
か
な
り
入
っ
て
い
ま
す
。
東
京
の
下
町
の
言

葉
は
伝
統
的
で
す
是
山
の
手
の
言
葉
は
純
粋
で
は
あ
り
ま
替
ん
。

イ
ギ
リ
ス
が
楕
民
地
を
た
く
さ
ん
持
っ
て
い
た
と
き
は
、
い
っ
た

い
誰
の
話
す
言
葉
が
ス
タ
ン
ダ
、
ー
ド
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
な
の
か
と

い
う
こ
と
で
讃
論
が
あ
り
ま
し
た
。
結
局
f
王
室
の
話
す
言
葉
が
ス

タ
ン
ダ
ー
ド
だ
と
い
う
こ
と
で

r

、
=
'
ソ
グ
ス
。
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
と

言
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

日
本
で
は
、

N
H
K
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
か
標
準
語
だ
と
い
わ
れ
ま

す
が
、
あ
の
言
葉
は
ア
ナ
ウ
，
／
ス
を
し
て
い
る
の
で
会
話
で
は
な

い
で
し
ょ
う
。
標
準
語
を
話
し
て
い
る
人
は
い
な
い
の
で
す
。

国
語
学
者
は
、
槙
準
語
と
い
う
言
葉
を
や
め
て
共
通
語
と
い
う
言
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葉
を
使
い
ま
す
。

く
と
い
う
こ
と
t
,

思
い
ま
す
。

共
通
語
の
中
に
ど
ん
ど
ん
い
い
言
葉
を
入
汎
て
い

こ
れ
は
文
化
の
運
動
と
し
て
は
必
要
な
こ
と
だ
と

私
の
友
達
の
故
菊
田
一
失
氏
炉

r

「
が
め
つ
い
」
と
し
う
言
葉
を

使
っ
た
。
こ
れ
は
大
阪
弁
な
ん
で
し
ょ
う
f
咬
今
や
共
通
語
の
中
に

入
っ
て
定
着
し
た
感
が
あ
り
ま
す
。
い
い
言
葉
で
す
。
「
が
め
つ
い
」

と
い
う
の
は
、
け
ち
ん
ぽ
で
f
貯
蓄
心
が
強
く
て
ど
う
の
こ
う
の
と

い
う
意
味
な
ん
で
し
ょ
う
げ
れ
ど
も
、

な
に
し
ろ
「
が
め
つ
い
」
と

い
う
音
が
内
容
に
合
致
し
て
い
ま
す
。
言
葉
は
音
で
す
か
ら
f
が
め

つ
い
と
言
っ
た
だ
け
で
何
と
な
く
「
が
め
つ
い
感
じ
」
が
ず
る
。
こ

れ
は
非
常
に
う
ま
い
言
葉
を
使
っ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
地
方
の
方
言
で
い
い
言
葉
を
ど
ん
ど
ん
入
汎
て
い
く
こ

と
か
共
通
語
の
こ
れ
か
ら
の
文
化
政
策
と
し
て
い
い
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
し
て
新
し
い
共
通
語
を
作
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
考

え
ま
す
。

例
え
ば
東
京
で
f
勺
色
か
う
ち
を
出
か
け
る
と
～
塁
家
内
や
子
ど
見

が
「
行
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
」
と
言
い
ま
す
。
私
の
娘
の
と
こ
ろ
へ
行

っ
た
ら

r

娘
が
托
と
一
緒
塁
元
気
に
「
パ
ペ
行
っ
て
ら
っ
し
ゃ
］

い
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
ナ
。
そ
れ
で
科
覧
娘
に
あ
と
で
「
お
ま

ぇ
、
あ
あ
い
う
言
い
方
を
し
ち
ゃ
あ
茫
め
だ
。
行
っ
て
ら
っ
し
ゃ
ー1

い
と
い
う
の
は
ど
こ
へ
行
っ
て
忠
い
い
よ
と
い
う
意
味
に
な
る

そ
」
と
い
っ
て
や
り
ま
し
↑
『
本
当
は
「
行
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
」
と

て
ら
っ
た
」
と
い
う
な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
言
葉
か
あ
り
ま
す
。

こ
う
い
う
言
葉
を
う
ま
く
共
通
語
に
入
れ
て
い
く
。
言
葉
は
豊
富

で
あ
る
ほ
う
が
い
い
の
で
ず
力
ら
、
地
方
の
方
々
が
、
方
言
劣
等
感

な
ん
て
お
考
え
に
な
ら
な
い
ほ
う
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。
賛
標
準

語
が
で
き
た
と
き
に

r

地
方
の
方
言
を
全
部
撲
減
す
る
な
ん
て
時
の

為
政
者
は
言
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も

r

そ
れ
は
ま
っ
た
＜
愚
の
骨
頂

で
あ
り
ま
し
て
、
方
言
に
対
し
て
誇
り
を
持
っ
て
、
こ
れ
を
土
地
の

言
葉
で
あ
る
と
同
時
に
、
い
い
も
の
は
国
の
共
通
語
の
中
に
入
れ
て

い
く
と
い
う
こ
と
が
ど
ん
ど
ん
行
わ
れ
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
。

大
阪
の
人
は
「
も
う
か
り
ま
っ
か
」
と
い
う
あ
い
さ
つ
を
し
ま
す

べ
巧
私
な
ど
そ
の
ま
ま
解
釈
し
て
し
ま
っ
て
、
へ
き
え
き
す
る
ん
で

ず
が
ね
。
怠
う
け
な
く
て
は
い
け
な
い
よ
う
な
気
に
な
り
ま
す
。

「
怠
う
か
り
ま
っ
か
」
に
対
し
て
「
あ
き
ま
へ
ん
」
と
返
事
を
す
る

の
が
大
阪
の
方
の
普
通
の
会
話
だ
そ
う
で
す
け
れ
ど
、
こ
ら
い
う
言

葉
は
そ
の
土
地
だ
け
に
残
し
て
お
い
て

r

共
通
語
の
中
に
は
ち
ょ
つ

と
入
れ
に
く
い
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。

中
央
教
育
審
議
会
の
「
地
域
社
会
と
文
化
に
つ
い
て
」
の
答
申
で

は
文
化
活
動
圏
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
お
り
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
が
作

っ
た
答
申
で
す
け
れ
ど
も

r

こ
汎
は
な
か
な
か
い
い
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
｛
ら
今
ま
で
は
県
単
位
と
か
市
単
位
で
文
化
が
考
え
ら

れ
た
の
で
す
が
、
文
化
活
動
圏
と
い
う
の
は
文
化
生
活
の
園
域
が

行
政
区
画
に
ま
た
が
っ
て
い
る
よ
う
な
人
が
い
る
の
で
す
か
ら
r

}

'

て

い
う
言
葉
は
含
み
応
あ
っ
こ
男
は
外
へ
ば
七
入
の
敵
が
、
し

る
。
道
路
を
渡
れ
ば
ど
う
の
こ
う
の
と
い
う
こ
と
で

r

「
気
を
つ
け

て
」
と
い
う
含
み
を
持
っ
て
「
い
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
」
と
い
う
こ
と

で
ず
。
投
げ
や
り
に
「
行
っ
て
ち
っ
し
ゃ
1
'

い
／
．
」
な
ん
て
い
っ
た

ら
r

ど
こ
へ
行
っ
ら
ゃ
う
か
わ
か
ら
な
い
。

大
阪
弁
で
す
か
京
都
贅
で
す
か
知
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
「
早
う

お
帰
り
や
す
」
と
い
う
言
葉

r

あ
れ
を
い
わ
九
る
と
早
く
帰
り
た
い

・。

よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
「
お
帰
り
や
す
」
と
い
う
語
尾
が
い
い
ん

で
、
暖
か
く
て
柔
ら
か
い
。
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
」
を
あ
あ
い
う

言

葉

に

た

い

も

の

で

か
ら
東
北
＼
行
き
ま
す
と

r

夜
の
あ
い
さ
つ
に
「
お
ば
ん
で

す
」
と
か
「
お
ば
ん
で
や
す
」
と
か
い
い
ま
す
。
あ
れ
も
い
い
。
雪

の
し
ん
し
ん
と
降
っ
て
い
る
晩
に

r

烙
子
一
戸
を
開
け
て
「
お
ば
ん
で

す
」
と
い
っ
て
人
が
入
っ
て
く
る
。
憬
準
語
に
す
る
と
「
こ
ん
ば
ん

わ
」
で
す
。
コ
ン
と
い
う
音
饂
f
狐
で
も
来
た
よ
ら
な
感
じ
が
し
ま

で
音
が
よ
く
な
い
。
言
葉
は
音
で
す
か
ら
ね
。
「
お
ば
ん
て
す
」

と
い
う
柔
か
い
ム
）
ド
の
言
葉

r

こ
う
い
う
方
言
を
共
通
語
の
中
に

入
れ
て
い
っ
て
、
地
域
の
人
た
ち
が
そ
の
言
葉
を
共
通
語
と
し
て
応

使
っ
て
い
く
こ
と
が
地
域
の
文
化
に
対
し
て
誇
り
を
持
つ
こ
と
に
な

る
と
思
ら
の
で
す
。
当
地
（
滋
賀
県
）
の
方
言
を
教
え
て
も
ら
っ
て

非
常
に
お
忠
し
ろ
い
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
ず
。
私
が
発
音
す
る

と
う
ま
く
い
え
な
い
の
で
、
多
少
椰
揃
の
意
味
を
含
め
て
「
し

ら

い

う

こ

と

を

考

え

る

。

こ

れ

の

答

申

の

一

つ

の

咽

イ

ン
ト
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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家

庭

の

問

題
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生
涯
教
育
に
つ
い
て
危

r

私
い
ろ
い
ろ
意
見
が
あ
り
ま
す
け
れ

ど
r

こ
こ
で
是
非
申
し
上
げ
た
い
の
は
夫
婦
の
あ
り
方
に
つ
い

て
、
未
熟
な
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
て
，
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

で
す

3

「
テ
レ
フ
ォ
ン
人
生
相
談
」
と
い
う
ラ
ジ
オ
番
組
が
あ
り
ま

し
て

r

私
は
レ
ギ
ュ
ラ
ー
で
出
て
い
ま
す
が

r

女
の
人
か
ら
の
訴
え

が
葬
常
に
多
い
の
で
す
。
今
ま
で
は
亭
主
の
浮
気
と
い
う
の
が
非
常

に
多
か
っ
た
。
そ
れ
と
嫁
の
立
場
で
姑
に
対
し
て
不
平
を
い
う
相
談

が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
最
近
そ
れ
が
非
常
に
変
わ
り
ま
し
た
。
こ

こ
十
年
く
ら
い
で
す
け
れ
ど
、
女
性
が
強
く
な
っ
た
の
で
す
。
最
近

多
い
の
は
何
か
と
い
い
ま
す
l

竺
夫
婦
の
閏
に
会
話
が
な
く
立
っ
た

と
い
う
の
で
ナ
~
，
。
結
嬬
す
る
ま
で
は
、
こ
と
に
恋
愛
時
代
と
か
付
き

合
っ
て
い
る
と
き
は

r

男
が
一
生
懸
命
に
な
っ
て
い
ろ
ん
な
話
題
を

捜
し
て
き
て
話
し
て
く
れ
た
け
れ
ど
も

r

家
庭
生
活
に
入
っ
た
ら
一

年
か
ら
一
年
半
で
会
話
を
し
な
く
な
る

e

こ
の
間
も
新
聞
に
出
て
お

り
ま
し
た
が
、
離
婚
の
原
因
に
会
話
が
な
い
と
い
う
の
が
多
い
の
で

--79 - -・ 78 -
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す
。
男
が
少
し
も
話
を
し
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
。
日
本
人
の
夫
婦

の
会
話
は
西
洋
人
と
比
較
す
る
と
非
常
に
少
な
い
の
で
す
。
日
本
人

の
会
話
の
平
均
時
間
は

r

あ
る
調
査
に
よ
る
と
一
日
十
四
分
と
い
う

こ
と
で
す
。
皆
さ
ん
胸
に
手
を
あ
て
て
ご
家
庭
の
こ
と
を
よ
く
考
え

て
く
だ
さ
い
。
要
す
る
に
、
結
婚
し
て
一
年
半
く
ら
い
の
間
に
ま
っ

た
く
話
を
し
な
く
な
る
。
家
に
帰
る
と
「
く
た
び
れ
た
、
テ
レ
ビ
を

つ
け
ろ
」
と
い
う
。
朝
は
急
い
で
「
め
し
だ
／
．
」
と
い
っ
て
か
き
込

ん
で
出
か
け
て
行
っ
て
し
ま
う
。
子
ど
も
が
で
き
れ
ば
子
ど
も
と
は

会
話
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
夫
婦
の
間
の
会
話
は
ま
っ
た
く
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
。
確
か
に
そ
う
い
う
状
態
だ
と
思
う
の
で
す
。

だ
い
た
い
結
婚
生
活
と
い
う
も
の
は

r

愛
情
が
続
く
な
ん
て
考
え

る
の
が
第
一
に
間
違
い
な
ん
で
す
ね
。
フ
ラ
ン
ス
の
愛
の
言
葉
に
、

「
私
は
あ
な
た
を
生
涯
愛
し
ま
す
」
（
ジ
ュ
・
プ
・
ゼ
ー
ム
レ
・
ト
ー
ト

・
ラ
・
ビ
ー
）
が
あ
り
ま
す
が
、
フ
ラ
ン
ス
人
は
嘘
を
い
っ
て
い
る

よ
う
で
す
。
生
涯
愛
す
る
な
ん
て
こ
と
は
あ
り
得
な
い
で
す
よ
。
ニ

十
代
は
情
熱
で
す
。
お
互
い
に
あ
あ
い
い
な
あ
と
思
う
。
こ
と
に
男

の
ほ
う
が
女
を
ー
ー
あ
ば
た
も
え
く
ぼ
の
時
代
で
|
|
い
い
な
あ
と

思
う
。
結
婚
後
一
年
半
と
い
う
と
こ
ろ
が
危
機
で
、
そ
れ
を
乗
り
越

え
て
十
年
く
ら
い
た
っ
と
、
だ
ん
だ
ん
客
観
的
に
な
っ
て
き
て
、
あ

ば
た
も
あ
ば
た
に
見
え
て
く
る
時
代
に
な
り
ま
す
。
こ
の
時
代
に

は
お
互
い
に
寛
容
の
気
持
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

あ
と
十
年
、
三
十
代
か
ら
四
十
代
く
ら
い
に
な
る
と
、
結
婚
生
活

が
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
私
個
人
の
考
え
か
ら
い
え
ば
、
学
習
更
に

は
学
問
と
い
う
言
葉
の
ほ
う
が
好
き
で
す
。
学
問
と
い
う
と
「
こ
う

い
う
学
問
が
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
名
詞
的
に
使
わ
れ
ま
す
。
学

問
を
学
び
の
門
と
書
く
人
が
い
ま
す
け
れ
ど
、
こ
れ
は
間
違
い
で

す
。
学
問
と
は
学
び
問
う
の
で
す
。
学
び
問
う
と
い
う
精
神
、
こ
れ

は
人
間
一
生
涯
持
ち
続
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
も
の
だ
と
思
い
ま

す。
学
び
問
う
精
神
、
死
ぬ
ま
で
人
間
に
は
分
か
ら
な
い
こ
と
が
た
＜

さ
ん
あ
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
地
球
の
、
宇
宙
の
果
て
の
果
て
は
ど
う

な
っ
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
は
や
は
り
知
り
た

い
と
思
う
。
こ
う
い
う
問
い
の
精
神
を
持
ち
続
け
る
こ
と
が
絶
対
に

必
要
で
、
こ
の
問
い
の
精
神
は
、
学
校
時
代
か
ら
で
き
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
子
ど
も
の
と
き
の
、
家
庭
教
育
の
時
代
か
ら
身
に
つ

け
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
私
は
そ
う
思
い
ま
す
。
初
め
の
家
庭
教

育
に
お
い
て
、
子
ど
も
た
ち
が
自
分
で
解
決
の
道
を
考
え
る
た
め
に

問
う
。
親
か
ら
学
び
、
親
に
問
う
。
あ
る
い
は
親
が
わ
か
ら
な
い
と

き
に
は
ど
こ
か
へ
行
っ
て
調
べ
て
お
い
で
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、

学
び
問
う
と
い
う
精
神
を
持
つ
こ
と
が
、
人
間
死
ぬ
ま
で
必
要
で

す
。
生
涯
教
育
に
対
し
て
私
の
個
人
的
な
意
見
と
し
て
は
、
最
初
が

肝
心
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

（
本
稿
は
、
昭
和
五
十
四
年
度
東
海
・
北
陸
・
近
畿
地
区
文
教
施
一

策
連
絡
協
議
会
に
お
け
る
講
演
を
基
に
し
た
も
の
で
す
。

は
忍
耐
で
す
。
じ
っ
と
我
慢
し
て
い
る
ん
で
す
。
夫
婦
生
活
は
忍
耐

で
す
。
忍
耐
も
―
つ
の
愛
情
で
す
。
こ
の
時
代
に
な
る
と
、
あ
ば
た

も
え
く
ぽ
で
は
な
く
て
、
え
く
ぼ
で
さ
え
あ
ば
た
に
見
え
る
わ
け
で

す
。
そ
う
い
う
時
代
を
通
り
越
し
て
、
五
十
か
ら
六
十
く
ら
い
に
な

り
ま
す
と
諦
め
の
時
代
で
す
ね
。
諦
観
、
諦
め
の
時
代
を
通
り
越
す

こ
と
が
、
や
は
り
夫
婦
の
あ
り
方
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
通
り
越
し
て

六
十
か
ら
七
十
と
く
る
と
、
初
め
て
夫
婦
と
い
う
も
の
は
完
成
し

て
、
夫
婦
が
お
互
い
に
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
な
り
ま
す
。

夫
婦
生
活
の
完
成
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

再
婚
し
て
も
、
や
は
り
同
じ
過
程
を
経
る
の
で
す
。
同
じ
こ
と
で

す
。
今
ま
で
こ
う
い
う
と
こ
ろ
が
嫌
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
今
度
は
そ

う
い
う
と
こ
ろ
の
な
い
女
房
を
選
ん
だ
と
い
う
人
が
い
ま
す
。
そ
れ

で
満
足
し
て
い
て
も
、
次
第
に
別
の
嫌
な
と
こ
ろ
が
出
て
く
る
。
情

熱
・
寛
容
・
忍
耐
．
諦
観
の
経
過
が
短
縮
す
る
だ
け
で
す
。
死
別
は

別
と
し
て
、
で
き
れ
ば
皆
さ
ん
離
婚
を
し
な
い
ほ
う
が
い
い
で
す
。

し
て
も
同
じ
こ
と
で
す
。
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号
＂

｛

▽

青

少

年

の

た

め

の

社

会

教

育

施

設

I

I

2

月

号

｛

[

[

[

v

私

立

学

校

教

育

I

I

3

月

号

｛

{
※
購
読
御
希
望
の
方
へ

[
~
本
誌
を
御
購
読
さ
れ
よ
う
と
す
る
方
は
、
ハ
ガ
キ
に
、
住
所
・
氏
名
・
送
i

｛
付
部
数
（
何
月
号
か
ら
か
を
明
記
）
を
記
入
の
上
、
左
記
へ
お
申
込
み
く
｛

｛
だ
さ
い
。
ハ
ガ
キ
に
は
必
ず
「
文
部
時
報
申
込
」
と
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。
～

[
]
申
込
先
〒
162
東

京

都

新

宿

区

東

五

軒

町

五

二

，

｝

株

ぎ

ょ

う

せ

い

営

業

課

｛
（
年
間
購
読
申
込
み
の
場
合
送
料
は
発
行
所
負
担
と
な
り
ま
す
が
、
~

＂
一
部
の
み
購
読
の
場
合
は
、
送
料
は
申
込
者
の
負
担
と
な
り
ま
す
。
～
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ほ
う
じ

中
国
周
時
代
の
幽
主
（
記
元
前
八
歯
紀
）
は
、
王
妃
褒
姐
を

溺
愛
す
る
あ
ま
り
さ
ま
ざ
ま
な
愚
行
を
菫
ね
て
詰
侯
の
不
信
を

か
い
＼
つ
い
に
夷
秋
に
減
ぼ
さ
れ
た
暗
君
で
あ
っ
た
。
こ
の
絵

は
幽
王
の
一
代
記
で
あ
る
「
幽
王
愚
行
伝
」
に
題
村
を
得
て
い

る
。
あ
る
日
i9

日
食
の
た
め
に
、
に
わ
か
に
太
陽
が
欠
け
は
じ

め
た
の
を
見
て
褒
諏
が
恐
し
さ
の
あ
ま
り
気
を
失
な
い
、
幽
王

は
側
近
と
と
も
に
介
抱
に
大
わ
ら
わ
と
い
う
場
酉
で
あ
る
が
｀
・

昔
か
ら
日
食
は
凶
事
の
前
兆
と
し
て
き
ら
わ
れ
て
い
た
の
で
、

作
者
は
愚
昧
な
幽
王
の
末
路
と
考
え
合
わ
せ
て
、
こ
の
画
題
を

選
ん
だ
と
い
う
。

じ
よ
し
し
ん
ず
か
ん

も
と
も
と
叙
彦
は
顧
懐
之
の
「
女
史
策
図
巻
」
の
研
究
を
熱

心
に
行
っ
て
お
り
、
そ
の
時
の
感
動
が
制
作
の
動
機
と
な
っ
て

い
る
の
だ
が
、
中
国
古
代
絵
画
の
繊
細
な
線
に
学
び
な
が
ら
、

較
彦
独
自
の
柔
軟
で
し
か
忍
強
靱
さ
を
し
め
た
描
線
と
温
雅
で

澄
ん
だ
賦
彩
に
よ
っ
て
、
説
明
的
に
な
り
や
す
い
画
面
に
見
事

な
緊
迫
感
を
与
え
て
い
る
。
第
―
二
回
院
展
に
出
品
さ
れ
た
。

安

田

瞑

彦

日

（
岩
崎
吉
一
）

疇匿璽言鴫疇饂疇疇疇疇疇冒量誓胄
▽
春
一
番
も
過
ぎ
、
柔
ら
か
な
春
の
陽
差
し

が
一
際
ま
ぶ
し
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。
三
月
は

年
度
末
で
、
何
か
と
忙
し
い
季
節
で
す
が
p

山
と
積
ま
れ
た
書
類
の
整
理
に
悪
戦
苦
闘
し

て
い
る
人
も
少
な
く
な
い
と
思
い
ま
す
。

▽
本
詰
一
月
号
で
企
画
し
た
「
こ
れ
か
ら
の

教
育
」
ば
大
変
好
評
で
し
た
。
今
月
は
、

い
わ
ば
そ
の
第
二
弾
と
し
て
。
一
九
八

0
年

代
の
文
教
政
策
を
考
え
て
い
く
上
で
の
参
考

と
し
て
、
「
諸
外
国
の
文
敦
政
策
」
を
特
棠

テ
ー
マ
に
取
り
上
げ
ま
し
た
。

▽
巻
頭
論
文
を
ご
執
筆
い
た
だ
き
ま
し
た
ラ

イ
ジ
ャ
ワ
ー
氏
は
、
駐
日
大
使
と
し
て
長
い

間
日
本
で
活
躍
さ
れ
、
我
が
国
の
教
育
事
情

に
も
非
常
に
明
る
い
方
で
す
が
、
ご
多
忙
中

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
回
の
企
面
を
快
く
お

引
受
け
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
は
、
文
部
省

の
広
報
詰
と
し
て
の
伝
統
あ
る
「
文
部
時
鞍
」

の
価
値
を
高
く
評
価
さ
れ
て
の
こ
と
と
、
大

変
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。
原
文
ば
、
英
文
で

し
た
た
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
巧
在
米
日
本

大
使
館
の
和
田
浩
司
氏
に
そ
れ
を
翻
訳
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
和
田
氏
に
は

r

ラ
イ
シ

ャ
ワ
ー
氏
と
の
交
渉
に
当
た
り
仲
介
の
労
を

取
っ
て
い
た
だ
く
な
ど
、
一
方
な
ら
ぬ
お
世

話
に
な
り
ま
し
た
。
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

▽
来
月
号
は
、
予
算
レ
年
中
心
に
「
昭
和
五
十
五

年
度
文
教
行
政
の
殷
望
」
を
特
集
し
ま
す
。
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