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た
だ
よ
へ
る
微
塵
の
ゆ
ら
ぎ

―
周
三
短
歌
の
出
発

和
田
周
三
の
第
一
歌
集
『
微
粒
』（
昭
三
一
・
七
）
に
は
昭
和
二
三
年
か
ら
二
九
年

に
至
る
七
年
間
の
作
品
三
七
二
首
が
選
ん
で
収
め
ら
れ
て
あ
り
、
巻
末
に
は
「『
微

粒
』
以
前
」
と
題
し
て
、
作
歌
を
始
め
た
昭
和
八
年
か
ら
二
二
年
ま
で
の
作
一
二
二

首
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

事
務
を
と
る
吾
の
瞼
に
窓
よ
り
さ
す
昼
の
光
の
ち
ら
つ
く
ま
ぶ
し
さ

仕
事
了
へ
て
心
む
な
し
く
見
て
ゐ
た
れ
洋
服
の
袖
の
白
き
ほ
こ
り
を

周
三
の
歌
が
「
ポ
ト
ナ
ム
」
の
小
泉
苳
三
先
生
の
「
選
歌
欄
」
に
は
じ
め
て
載
っ

た
の
は
、
昭
和
八
年
五
月
号
で
あ
っ
た
。
京
都
市
立
第
二
商
業
学
校
を
卒
業
し
た
後
、

京
都
市
役
所
の
水
道
課
の
一
下
級
官
吏
に
な
っ
た
。
周
三
は
美
術
系
の
学
校
へ
の
進

学
を
希
望
し
た
が
、
祖
父
の
許
す
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
昭
和
五
年
四

月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

数
字
書
き
て
生
き
て
行
く
べ
き
か
四
年
間
の
安
易
さ
に
居
し
は
省
み
て
堪
へ
難

し
（
昭
九
）

の
作
が
あ
り
、「
数
字
書
き
」「
事
務
を
と
る
吾
」
の
生
活
の
く
り
返
し
に
生
き
が
い

を
感
じ
え
な
い
、
み
じ
め
な
自
分
の
姿
に
感
傷
す
る
心
が
歌
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
昼
の
光
」
が
窓
に
ち
ら
つ
く
、
そ
の
外
光
に
よ
っ
て
「
洋
服
の
袖
の
白
き
ほ
こ
り
」

が
目
に
つ
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
仕
事
を
了
え
た
と
い
う
満
足
か
ら
は
ほ
ど
遠
い

感
覚
で
あ
っ
て
、
周
三
短
歌
の
出
発
期
の
感
情
ベ
ー
ス
に
は
、
不
満
足
な
日
常
へ
の

「
心
む
な
し
」
い
感
じ
が
「
白
」
の
空
し
さ
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
よ
へ
る
微
塵
の
ゆ
ら
ぎ
見
つ
め
つ
つ
ひ
そ
か
な
る
息
を
胸
に
し
て
居
り

な
る
が
ま
ま
に
行
か
む
思
ひ
を
下
持
ち
て
己
見
つ
め
得
ぬ
日
の
多
く
過
ぐ

地
の
底
に
人
声
た
つ
を
聞
き
ゐ
る
に
燥
き
白
け
る
街
路
は
て
し
な
し

燈
の
沁
み
し
眼

ま
な
こ
あ
ぐ
れ
ば
街
空
の
真
近
き
闇
に
は
た
め
く
日
の
丸

小
泉
苳
三
先
生
が
長
野
の
女
子
専
門
学
校
か
ら
京
都
の
大
学
へ
転
任
し
て
来
ら
れ

た
の
は
昭
和
七
年
、
翌
八
年
に
主
宰
す
る
「
ポ
ト
ナ
ム
」
誌
上
に
「
現
実
的
新
抒
情

主
義
短
歌
の
提
唱
」
を
発
表
し
て
、
結
社
の
指
針
と
し
た
の
で
あ
る
。
周
三
は
苳
三

先
生
の
講
話
を
職
場
の
「
平
安
短
歌
会
」
で
聞
き
、
先
生
の
歌
論
と
人
格
に
直
接
触

れ
て
、
先
生
の
弟
子
の
一
人
に
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

周
三
短
歌
は
、
対
象
に
対
す
る
直
接
的
、
感
覚
的
表
現
か
ら
象
徴
的
表
現
に
向
か

っ
て
変
化
を
始
め
た
か
に
見
ら
れ
る
。「
た
だ
よ
へ
る
微
塵
の
ゆ
ら
ぎ
」
に
は

に

吹
く
風
に
限
定
さ
れ
な
い
イ
メ
ー
ジ
の
広
が
り
を
感
じ
さ
せ
、「
ひ
そ
か
な
る
息
」

を
胸
に
す
る
結
句
と
照
応
し
て
、
自
身
の
内
部
に
感
受
さ
れ
る
あ
る
種
の
「
微
塵
」
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と
表
現
さ
れ
る
混
濁
し
た
気
分
状
を
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
り
手
触
り
の
あ

る
表
現
は
次
歌
に
引
い
た
「
な
る
が
ま
ま
に
」
の
歌
に
求
め
ら
れ
る
。
日
常
の
時
間

が
、
社
会
の
動
向
あ
る
い
は
現
在
の
自
分
に
自
己
否
定
的
に
拘
束
さ
れ
る
の
で
は
な

く
て
、
惰
性
に
流
さ
れ
て
い
る
自
身
を
投
げ
出
す
よ
う
な
姿
勢
で
描
い
て
い
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
自
分
を
眺
め
る
目
が
「
下
持
ち
て
己
見
つ
め
得
ぬ
日
」
で
あ

る
と
す
る
と
こ
ろ
に
惰
性
一
方
に
流
れ
て
行
く
こ
と
に
も
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
て
い
る

と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
微
力
な
が
ら
も
一
方
向
へ
傾
斜
す
る
こ
と
に
自
覚
的
で
あ

ろ
う
と
す
る
心
理
作
用
が
何
処
か
ら
発
生
し
て
く
る
か
を
ぼ
く
ら
に
感
知
さ
せ
る
の

は
後
の
二
首
で
あ
る
。「
地
の
底
に
人
声
た
つ
」
と
す
る
耳
の
知
覚
と
は
対
照
に
、

「
燥
き
白
け
る
街
路
」
に
位
置
を
占
め
る
自
身
の
足
場
と
視
界
に
映
る
「
は
て
し
な

し
」
と
さ
れ
る
眺
め
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
耳
と
目
の
感
覚
、
知
覚
の
上
に
裂
け
目
が

存
在
し
て
い
て
、
そ
れ
が
周
三
内
面
の
現
実
感
上
の
裂
け
目
を
暗
示
す
る
と
こ
ろ
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

周
三
短
歌
の
出
発
の
時
期
は
、
戦
争
の
時
代
、
言
論
、
思
想
へ
の
国
家
の
強
制
の

時
代
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
時
代
状
況
が
、
周
三
短
歌
に
現
実
の
露
呈
を
抑
制
す
る

力
と
し
て
作
用
し
た
の
で
あ
る
。
苳
三
先
生
と
ポ
ト
ナ
ム
先
輩
同
人
ら
の
目
指
す
現

実
主
義
的
新
抒
情
主
義
は
、
現
実
そ
の
も
の
（
素
材
）
を
歌
に
す
る
の
で
は
な
く
、

現
実
か
ら
受
け
た
感
動
（
現
実
感
）
を
生
き
生
き
と
し
た
抒
情
で
表
現
す
る
こ
と
で

あ
っ
て
、
そ
れ
は
象
徴
表
現
と
し
て
結
晶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
作
歌
理
念

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。「
燈
の
沁
み
し
眼
」
の
上
に
「
真
近
き
闇
に
は
た
め
く
日
の

丸
」
を
と
ら
え
た
作
品
は
、

身
を
め
ぐ
る
光
す
こ
や
け
く
朝
を
居
る
に
ラ
ヂ
オ
の
放
つ
軍
歌
聞
き
難
し

の
歌
の
よ
う
な
現
実
の
ほ
ぼ
素
材
そ
の
ま
ま
の
歌
と
は
く
ら
べ
よ
う
も
な
く
、
深
い

現
実
批
判
を
具
象
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
描
い
た
作
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

妻
の
眼
の
さ
し
ぐ
む
見
れ
ば
既
に
し
て
若
葉
と
な
り
し
外
面
の
光

撃
剣
の
音
ひ
び
き
く
る
に
説
き
聞
か
す
我
の
声
音
の
消
え
む
と
す
る
か

幼
児
の
指
さ
し
問
へ
ば
秋
陽
澄
む
御
国
の
空
や
花
の
く
れ
な
ゐ

前
二
首
は
昭
和
一
六
年
、
あ
と
一
首
は
一
九
年
の
作
で
あ
る
。
前
記
「『
微
粒
』

以
前
」
の
中
に
、
こ
の
頃
の
こ
と
に
つ
い
て
の
周
三
の
説
明
が
あ
る
。

昭
和
十
五
年
の
暮
か
ら
、
十
六
年
の
春
へ
か
け
て
、
私
に
と
つ
て
大
き
な
出

来
事
が
つ
づ
い
た
。
そ
の
一
つ
は
結
婚
で
あ
つ
た
。
結
婚
は
私
の
肉
体
的
に
も

精
神
的
に
も
暗
か
つ
た
青
春
に
、
一
つ
の
終
止
符
を
う
つ
た
。
そ
の
後
、「
家
」

の
制
度
の
中
で
、
我
々
は
決
し
て
坦
々
た
る
道
を
歩
む
こ
と
は
で
き
な
か
つ
た

が
、
お
互
い
の
努
力
は
新
し
い
倫
理
を
貫
徹
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
も
う
一
つ

は
、
ポ
ト
ナ
ム
の
同
人
に
推
挙
さ
れ
た
こ
と
で
あ
つ
た
。

「
妻
の
眼
」
の
涙
に
「
外
面
の
光
」
を
眺
め
る
周
三
の
眼
の
や
さ
し
さ
が
印
象
的
で

あ
る
。「
家
」
制
度
の
中
で
、
結
婚
生
活
に
は
時
に
険
相
の
影
が
落
ち
る
こ
と
が
あ

っ
た
と
告
げ
て
は
い
る
の
で
あ
る
が
、「
外
面
の
光
」
に
向
か
っ
て
若
い
夫
婦
の
絆

は
よ
り
純
度
の
高
い
「
倫
理
」
へ
と
導
か
れ
て
ゆ
く
方
向
が
暗
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
妻
の
眼
」
に
向
き
合
う
夫
の
眼
、「
若
葉
」
の
光
に
象
徴
さ
れ
る
光
景
は
、
二
人
の

内
面
の
個
的
風
景
を
こ
え
て
普
遍
的
人
間
風
景
を
示
し
て
爽
快
で
あ
る
。

周
三
は
苳
三
先
生
を
歌
の
師
と
す
る
と
共
に
、
師
の
講
壇
下
に
通
学
し
て
夜
間
の

大
学
を
修
了
し
、
京
都
市
役
所
を
退
職
し
て
、
同
大
学
に
付
設
す
る
中
学
校
の
教
員

生
活
に
就
い
た
の
で
あ
っ
た
。「
撃
剣
の
音
」
は
校
庭
で
行
わ
れ
て
い
る
学
徒
へ
の

軍
事
教
練
の
音
で
あ
っ
て
、
こ
の
歌
の
次
に
、
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教
員
の
前
に
て
規
律
正
し
か
る
こ
と
な
ど
日
本
人
の
美
点
に
あ
ら
ず

が
置
か
れ
、「
撃
剣
の
音
」
に
「
説
き
聞
か
す
我
の
声
音
」
の
か
き
消
さ
れ
る
弱
さ

を
弱
さ
と
し
て
投
げ
出
す
心
裡
に
も
、
持
し
て
い
る
激
し
い
情
熱
の
存
す
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

若
い
夫
婦
の
間
に
長
女
が
誕
生
（
一
七
年
）、
次
い
で
長
男
が
生
ま
れ
る
（
一
九
年
）。

「
幼
児
の
指
さ
」
す
先
に
は
「
秋
陽
澄
む
」
空
が
「
花
の
く
れ
な
ゐ
」
の
色
に
ひ
ろ

が
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
一
首
を
眺
め
て
気
付
く
こ
と
は
、
秋
陽
の
空

を
「
御
国
の
空
や
」
と
表
現
し
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
街
空
の
真
近
き
闇
に
「
日
の
丸
」

を
眺
め
た
作
の
あ
っ
た
こ
と
を
引
き
寄
せ
れ
ば
、「
闇
に
は
た
め
く
日
の
丸
」
の
イ

メ
ー
ジ
と
「
花
く
れ
な
ゐ
」
に
澄
み
染
ま
る
「
御
国
」
の
秋
空
の
美
的
感
動
と
が
、

微
妙
に
ズ
レ
て
感
受
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「『
微
粒
』
以
前
」
に
集
め
ら
れ
た
全
一
二
二
首
に
は
、
防
空
演
習
、
入
営
、
出

征
兵
士
、
南
京
陥
落
、
軍
事
教
練
な
ど
軍
国
日
本
へ
の
違
和
感
、
批
判
的
知
性
と
感

情
が
底
流
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
国
民
、
あ
る
い
は
家
族
を
擁
す
る

人
間
の
現
実
生
活
の
場
所
と
し
て
運
命
づ
け
ら
れ
て
あ
る
「
国
土
」
へ
の
愛
着
は
、

軍
国
主
義
と
は
位
置
を
ズ
ラ
し
た
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
こ
と
も
ま
た
自
然
で
あ
る
だ

ろ
う
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
固
執
し
な
い
一
人
の
人
間
感
情
が
「
幼
児
」
を
抱
く
が
ご

と
く
湧
出
し
た
光
景
と
眺
め
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
周
三
短
歌
の
戦
時
下
の
様
相
を

以
上
に
素
描
し
て
み
た
。

微
熱
あ
る
身
に
風
徹
る

―
戦
後
派
歌
人
と
し
て

昭
和
一
九
年
、「
ポ
ト
ナ
ム
」
は
雑
誌
統
合
の
国
策
に
よ
っ
て
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
と

合
併
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
敗
戦
後
、
誌
名
を
「
く
さ
ふ
ぢ
」
と
し
て
出
発
し
た
。

二
二
年
一
月
に
創
刊
号
を
出
し
て
、
周
三
は
こ
れ
に
五
首
の
作
品
を
発
表
し
て
い

る
。

学
問
を
学
問
と
し
て
建
て
ざ
り
し
そ
の
果
て
に
し
て
亡
び
た
ら
ず
や

蘇
聯
の
学
芸
に
よ
す
る
熱
意
を
ぞ
羨
し
く
思
ひ
し
戦
へ
る
時
も

人
類
の
至
高
の
業
に
い
そ
し
む
と
疑
は
ぬ
日
を
餓
ゑ
ま
さ
り
つ
つ

老
い
母
の
嘆
き
給
ふ
に
い
ら
へ
つ
つ
安
ら
け
き
日
を
近
し
と
言
は
ず

学
問
を
恋
ふ
る
こ
と
な
き
人
々
は
あ
は
れ
み
に
け
り
わ
れ
が
疲
れ
を

昭
和
一
〇
年
二
月
、
貴
族
院
で
の
美
濃
部
達
吉
博
士
の
憲
法
学
説
へ
の
攻
撃
に
は

じ
ま
る
、
軍
部
の
学
問
全
体
に
対
す
る
強
迫
政
治
は
学
問
の
「
日
本
化
」
の
強
制
と

な
っ
て
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
小
泉
苳
三
博
士
と
も
親
交
の
あ
っ
た
京
大
教
授
高
田

保
馬
博
士
の
専
門
分
野
で
も
「
日
本
的
な
社
会
学
を
作
れ
」
と
い
う
時
代
迎
合
学
者

か
ら
の
攻
撃
を
受
け
、
高
田
博
士
は
「
日
本
的
学
問
と
は
何
ぞ
や
」
を
書
い
て
反
論

し
た
の
で
あ
っ
た
。

例
へ
ば
、
日
本
人
の
身
体
は
、
そ
れ
に
特
有
で
あ
る
。
こ
の
特
有
の
対
象
が
あ

る
か
ら
、
生
理
学
や
病
理
学
や
、
遺
伝
学
な
ど
が
日
本
特
有
の
も
の
と
し
て
き

づ
き
上
げ
ら
る
る
で
あ
ら
う
か
。

「
学
問
の
民
族
性
の
誤
れ
る
高
調
」
は
、
学
問
の
階
級
性
の
強
調
と
同
様
に
有
害
で

あ
る
と
切
っ
て
捨
て
た
の
で
あ
る
。
高
田
博
士
の
警
告
は
昭
和
一
一
年
の
こ
と
で
、

そ
の
予
言
は
ず
ば
り
的
中
し
た
の
で
あ
る
。「
学
問
」
は
「
学
問
」
と
し
て
建
て
ね

ば
な
ら
ぬ
、
周
三
の
洞
察
は
長
い
暗
黒
政
治
下
に
実
感
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、

敗
戦
の
真
因
を
衝
く
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
愚
は
く
り
返
さ
れ
て
は
な
ら

ぬ
。「
蘇
聯
の
学
芸
」
に
対
す
る
憧
憬
は
ソ
ビ
エ
ト
解
体
後
の
現
代
か
ら
批
判
さ
れ

る
べ
き
で
は
な
い
。
青
年
時
代
に
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
「
空
想
よ
り
科
学
へ
」、
マ
ル
ク
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ス
の
「
賃
労
働
と
資
本
」
な
ど
を
読
ん
で
、
暗
黒
政
治
時
代
の
向
こ
う
に
理
想
的
社

会
を
憧
憬
し
た
周
三
の
夢
が
、
敗
戦
日
本
の
社
会
再
生
の
ビ
ジ
ョ
ン
と
し
て
描
か
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
周
三
の
敗
戦
日
本
へ
の
感
慨
が
「
学
問
を
学
問
と
し
て
建
て
」

る
こ
と
に
あ
っ
た
の
は
、
そ
の
後
の
こ
の
人
の
学
者
と
し
て
の
誠
実
と
、
そ
れ
故
に

こ
そ
の
受
苦
の
出
発
に
な
っ
た
こ
と
を
注
目
し
て
お
き
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

昭
和
二
一
年
、
師
小
泉
苳
三
に
推
さ
れ
て
大
学
予
科
教
授
と
し
て
研
究
者
の
道
に

入
っ
た
の
で
あ
る
。
周
三
、
こ
の
年
三
三
歳
に
な
っ
て
い
た
。
第
一
歌
集
『
微
粒
』

（
昭
三
一
・
七
）
に
は
昭
和
二
三
年
か
ら
二
九
年
に
至
る
作
品
か
ら
三
七
二
首
を
選
ん

で
あ
る
の
で
あ
る
。
後
に
周
三
は
「
神
経
の
傷
み
」
と
題
し
て
、
こ
の
歌
集
の
背
景

に
つ
い
て
明
か
し
て
い
る
。
こ
の
七
年
間
は
「
私
個
人
に
と
っ
て
も
、
全
く
不
安
動

揺
の
時
期
で
あ
っ
て
、
し
か
し
、
プ
ラ
ス
面
と
し
て
は
苳
三
先
生
か
ら
『
く
さ
ふ
ぢ
』

の
編
集
が
ま
か
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。」

マ
イ
ナ
ス
面
は
職
場
に
あ
っ
た
。
私
の
勤
め
て
い
た
大
学
は
、
戦
中
派
極
右
的

な
軍
国
主
義
。
戦
後
は
一
八
〇
度
転
回
し
て
革
新
系
の
急
進
的
な
主
義
に
な
っ

た
。
私
は
戦
中
に
持
続
し
た
抵
抗
の
姿
勢
を
再
び
と
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

周
三
は
『
微
粒
』
に
先
立
っ
て
、
学
術
本
『
芥
川
龍
之
介
』（
昭
三
一
・
三
）
を
著

し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
職
場
内
で
「
自
殺
し
た
よ
う
な
敗
北
的
反
動
的
な
作
家
を

研
究
す
る
和
田
は
ダ
メ
だ
」
と
い
う
声
が
耳
に
入
っ
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

集
団
の
中
に
居
ら
し
む
る
我
が
個
を
さ
ぐ
り
て
陽
の
し
ば
ら
く
は
落
ち
ぬ

佇
つ
我
に
吹
か
ざ
る
風
が
街
上
の
砂
塵
を
巻
き
て
過
ぎ
ゆ
く
を
見
る

鉄
板
を
打
つ
音
痛
し
風
来
れ
ば
更
に
ひ
び
か
ふ
樹
肌
の
照
り
も

「
学
問
を
学
問
と
し
て
建
て
」
る
こ
と
の
な
か
っ
た
こ
の
国
家
の
敗
北
は
、
軍
国

主
義
化
し
た
集
団
主
義
の
敗
北
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、「
個
」
の
敗
北
で
も
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
集
団
主
義
に
対
峙
す
る
個
人
を
ど
の
よ
う
に
再
建
し
て
ゆ
く
か
、
こ

の
国
家
、
社
会
の
前
途
は
こ
の
点
に
か
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
前
途
を
複
雑
に
し
、

暗
く
し
た
の
は
、
軍
国
主
義
を
担
い
だ
集
団
主
義
が
、
敗
戦
を
境
に
変
装
し
て
暴
走

し
は
じ
め
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
は
多
く
の
旧
体
制
を
支
え
た
者
た
ち
が
加

わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
敗
戦
後
、
自
主
的
に
民
主
化
に
よ
る
新
し
い
大
学
作
り
に

努
力
さ
れ
て
い
た
小
泉
苳
三
先
生
が
追
い
落
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

末
に
つ
い

て
は
、
小
泉
先
生
生
誕
一
一
〇
年
を
記
念
し
て
、
ポ
ト
ナ
ム
短
歌
会
よ
り
『
小
泉
苳

三
全
歌
集
』
が
刊
行
（
二
〇
〇
四
年
三
月
）
さ
れ
た
時
、
周
三
と
共
に
苳
三
先
生
の

信
認
の
も
っ
と
も
篤
か
っ
た
白
川
静
博
士
が
当
時
の
学
内
事
情
を
詳
細
に
証
言
さ
れ

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

敗
戦
後
間
も
な
く
教
職
者
の
適
格
審
査
が
開
始
さ
れ
た
が
、
委
員
会
は
第
三
者

機
関
で
は
な
く
、
学
内
に
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
機
関
を
学
内
に
設
け
る

こ
と
が
、
そ
も
そ
も
非
常
識
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
の
学
校
で
は
、
か
つ
て
の

禁
衛
隊
長
が
、
審
査
委
員
長
に
任
命
さ
れ
た
。
こ
れ
が
新
し
い
体
制
に
よ
る
、

民
主
化
の
第
一
歩
で
あ
っ
た
。

「
小
泉
先
生
の
不
適
格
審
査
に
つ
い
て
」（『
小
泉
苳
三
全
歌
集
』
栞
）

周
三
の
、
軍
国
日
本
崩
壊
の
喜
び
は
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
新
時
代
に
よ
っ
て
打
ち

く
だ
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。「
我
が
個
」
は
「
集
団
の
中
」
に
い
て
極

め
て
神
経
的
に
鋭
く
自
覚
さ
れ
る
の
余
儀
な
き
に
至
っ
た
。
白
川
博
士
の
草
稿
に
な

る
「
再
審
査
要
求
書
」
の
連
署
に
加
わ
っ
た
周
三
に
対
す
る
風
当
た
り
は
神
経
を
傷

め
つ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
周
三
の
周
囲
に
潜
伏
し
て
い
て
、

「
街
上
の
砂
塵
を
巻
き
」
上
げ
て
傍
を
通
過
し
て
い
く
有
様
に
も
眺
め
ら
れ
た
の
で
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あ
る
。
そ
れ
で
も
周
三
の
裡
に
若
干
の
希
望
は
抱
か
れ
て
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
陽
の

し
ば
ら
く
は
落
ち
ぬ
」
と
観
察
す
る
目
が
存
し
て
い
て
、
そ
の
些
か
の
期
間
に
「
我

が
個
」
の
揺
ら
ぐ
こ
と
の
な
い
実
体
を
探
ろ
う
と
す
る
意
欲
が
働
い
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。陽

光
が
諸
葉
に
翳
り
ゆ
く
時
し
息
づ
き
深
く
身
を
ひ
る
が
へ
す

我
を
容
れ
ぬ
人
等
の
声
を
あ
か
と
き
の
夢
よ
り
覚
め
て
更
に
た
し
か
む

心
占
む
る
英
雄
と
い
ふ
を
持
た
ざ
り
き
少
年
の
日
の
思
へ
ば
今
も

文
字
の
上
に
薄
ら
陽
さ
せ
ば
あ
た
た
か
き
こ
の
世
の
も
の
を
一
時

ひ
と
と
き

思
ふ

貶お
と

さ
ん
と
た
く
ら
む
者
の
声
た
ち
来く

日
毎
の
道
の
暗
き
に
も
又

「
英
雄
」
は
集
団
主
義
の
象
徴
で
あ
っ
て
、
周
三
の
強
く
違
和
を
感
ず
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
右
の
英
雄
に
代
え
る
に
左
の
英
雄
を
も
っ
て
す
る
。
そ
れ
は
真
理
の
学
徒

と
し
て
の
研
究
者
の
最
も
強
く
拒
否
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
あ
る
が
故
に
周

三
の
神
経
は
、
時
代
の
「
陽
光
」
の
翳
り
ゆ
く
一
時
、
し
か
も
局
限
さ
れ
た
場
所
に

お
い
て
し
か
「
息
づ
く
」
こ
と
の
許
さ
れ
ぬ
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
周
三
の
神

経
の
安
ら
ぎ
は
ま
た
「
文
字
の
上
」
に
限
定
さ
れ
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
微
粒
』
の
た
め
に
序
文
を
与
え
た
師
小
泉
苳
三
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

和
田
君
は
体
温
が
一
分
か
二
分
上
下
し
て
も
す
ぐ
自
覚
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ

つ
た
。
私
は
び
つ
く
り
し
て
し
ま
つ
た
。
一
分
か
二
分
と
い
へ
ば
一
度
の
十
分

一
か
十
分
二
で
あ
る
。
私
な
ど
は
体
温
計
に
た
よ
つ
て
一
度
二
度
と
い
ふ
体
温

の
上
下
を
知
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
く
ら
べ
る
と
和
田
君
の
感
覚
は
ま
こ
と
に

微
妙
な
も
の
が
あ
る
と
い
へ
よ
う
。

周
三
短
歌
の
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
感
覚
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
を
よ
く
知
っ
た
師
な
ら
で

は
の
指
摘
で
あ
り
、
こ
こ
に
近
代
短
歌
の
完
成
を
超
え
た
現
代
短
歌
の
出
現
を
喜
ん

で
い
る
の
で
あ
る
。
弟
子
に
与
え
た
序
文
の
、
こ
れ
が
最
後
に
な
っ
た
。
苳
三
先
生

は
こ
の
四
ヶ
月
後
の
一
一
月
二
七
日
、
急
逝
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
周
三
の
歌
に
は
、
感
情
の
極
度
に
沸
騰
す
る
歌
も
な
い
し
、
逆
に
冷
却

そ
の
も
の
の
感
情
も
な
い
。

暴
力
を
否
定
し
き
た
り
し
我
が
内
の
う
す
蒼
き
も
の
更
に
あ
え
か
に

光
浴
び
し
我
の
姿
を
い
く
た
び
か
ウ
イ
ン
ド
ウ
に
見
て
疲
れ
ゆ
き
た
る

脱
毛
の
少
く
な
り
し
日
頃
ぞ
と
社
会
的
な
ら
ぬ
喜
び
一
つ

絶
対
に
結
核
な
ら
ず
と
告
げ
ら
る
る
喜
び
も
淡
く
な
べ
て
衰
ふ

壁
面
の
汚
れ
に
馬
の
か
た
ち
見
ゆ
戦
車
見
ゆ
思
ひ
う
つ
ろ
な
る
眼
に

昭
和
二
五
年
、
一
九
五
〇
年
は
こ
の
国
の
転
換
の
年
で
あ
る
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
指

令
に
よ
る
レ
ッ
ド
・
パ
ー
ジ
旋
風
、
朝
鮮
戦
争
、
警
察
予
備
隊
の
発
足
と
軍
靴
が
戻

っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
戦
争
期
に
暴
威
を
ふ
る
っ
た
右
の
全
体
主
義
、
集
団
主
義
は
、

そ
の
圧
力
の
下
に
左
の
全
体
主
義
、
集
団
主
義
を
育
て
て
い
た
の
で
あ
る
。
敗
戦
日

本
の
数
年
間
の
平
和
は
、
周
三
短
歌
の
「
墓
場
的
平
安
と
思
へ
空
の
蒼
も
い
ま
は
消

え
ゆ
く
甍
の
果
て
に
」
と
観
察
さ
れ
た
通
り
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
全
体
主
義
、
集

団
主
義
は
個
人
性
に
対
す
る
憎
悪
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

周
三
が
芥
川
を
テ
ー
マ
と
し
た
研
究
書
を
著
し
た
こ
と
へ
の
中
傷
の
言
は
如
上
の
こ

と
を
証
明
し
て
余
り
あ
る
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
敗
戦
後
間
も
な
い
頃
、
周
三

短
歌
に
歌
わ
れ
た
ソ
ビ
エ
ト
の
学
芸
へ
の
憧
憬
は
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
雲
散
し
た
の

で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
周
辺
の
動
き
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
認
め
た
折
り
の
、

周
三
の
胸
中
を
貫
い
た
痛
み
を
想
像
す
る
術
を
ぼ
く
は
持
た
ぬ
。

亡
命
も
隠
遁
も
億
劫
な
る
も
の
な
ら
む
き
ざ
し
く
る
熱
に
眼
を
あ
け
て
居
る
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我
が
心
病
み
て
は
居
ら
ず
明
暮
あ
け
く
れ

を
た
く
ら
む
如
き
人
の
眼
に
あ
ふ

渡
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
橋
よ
と
息
つ
め
て
微
熱
あ
る
身
に
風
徹
る
音

「
我
が
心
病
み
て
は
居
ら
ず
」
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
る
周
三
は
、
真
実
「
心
病

み
て
」
い
た
の
で
あ
る
。
軍
靴
が
去
り
、
そ
う
し
て
今
度
は
右
と
左
の
「
冷
戦
」
が

世
情
を
覆
う
時
代
が
到
来
し
た
の
で
あ
る
。
集
団
は
周
三
の
現
実
で
あ
っ
て
、「
亡

命
」
や
「
隠
遁
」
が
希
望
す
る
想
念
で
は
あ
っ
て
も
堪
え
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

「
集
団
の
中
」
に
「
個
を
さ
ぐ
」
る
周
三
に
と
っ
て
「
微
熱
」
は
心
の
病
の
発
症
で

あ
っ
て
、
同
時
に
、
冷
淡
に
も
親
昵
に
も
傾
斜
せ
ず
、
現
実
の
不
条
理
の
前
に
踏
み

と
ど
ま
っ
て
、
自
身
と
人
間
の
真
相
を
見
極
め
よ
う
と
す
る
時
の
有
力
な
「
武
器
」

の
象
徴
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
和
田
周
三
の
第
一
歌
集
『
微
粒
』
は

戦
後
派
歌
人
の
出
現
を
告
げ
る
歌
集
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
本
学
文
学
部
教
授
）
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