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東
京
へ
、
・
・
・
日
清
戦
争
直
後
か
ら
明
治
三
○
年
代
に
か
け
て
、
閉
塞
感
漂
う

村
落
共
同
体
か
ら
の
脱
出
願
望
と
自
己
実
現
を
果
す
べ
く
、
多
く
の
田
舎
の
青
年
た

ち
が
上
京
を
試
み
よ
う
と
し
て
い
た
。
日
清
戦
争
は
人
々
に
「
伝
統
的
共
同
体
社
会

を
超
え
た
権
利
と
義
務
の
ひ
ろ
い
世
界
（
国
民
国
家
）
の
一
員
で
あ
る
」
こ
と
を
知

ら
し
め
る
と
同
時
に
「
勉
強
立
身
価
値
を
内
面
化
し
て
い
くq

」
契
機
と
な
っ
た
出
来

事
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
「
勉
強
立
身
」
の
足
が
か
り
と
な
る
「
東
京
遊
学
」
を
果
せ

る
の
は
一
部
の
恵
ま
れ
た
者
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
自
己
の
「
理
想
」
を
実
現
し
た

い
と
い
う
「
志
」
を
持
っ
た
多
く
の
青
年
を
輩
出
し
て
い
く
時
代
で
も
あ
っ
た
。
立

身
出
世
と
い
う
欲
望
に
駆
り
立
て
ら
れ
「
大
言
壮
語
」
を
振
り
か
ざ
す
上
京
青
年
の

な
か
に
あ
っ
て
、
ひ
と
り
の
青
年
の
、
ふ
と
漏
し
た
次
の
よ
う
な
呟
き
に
よ
っ
て
、

こ
の
「
物
語
」
は
出
鼻
を
く
じ
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

僕
は
ど
つ
さ
り
金
を
取
ら
う
と
い
ふ
欲
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
か
か
う
か
食

う
て
さ
へ
行
け
ば
、
一
生
本
を
読
ん
で
暮
ら
せ
ば
え
ゝ
で
す
。（
一
）

正
宗
白
鳥
「
夏
木
立
」
の
主
人
公
の
「
私
（
守
屋
猛
）」
が
「
東
京
遊
学
」
の
た
め

上
京
す
る
直
前
に
、
立
ち
寄
っ
た
大
阪
の
親
戚
で
叔
父
に
語
る
件
で
あ
る
。
主
人
公

に
は
世
間
的
な
意
味
で
の
出
世
欲
が
ま
っ
た
く
な
く
「
ど
う
か
か
う
か
食
う
て
」
い

け
れ
ば
、「
一
生
本
を
読
ん
で
」
暮
す
こ
と
が
望
み
ら
し
い
。
こ
の
「
ど
う
か
か
う

か
食
う
て
」
暮
す
生
活
が
ど
の
よ
う
な
レ
ベ
ル
な
の
か
、
ま
た
「
本
を
読
ん
で
」
と

は
お
そ
ら
く
読
書
三
昧
の
生
活
で
は
な
く
、
教
養
を
身
に
つ
け
、
も
の
ご
と
の
真
理

を
追
究
す
る
こ
と
（
具
体
的
に
は
学
問
の
世
界
）
だ
ろ
う
が
、
あ
ま
り
に
も
漠
然
と
し

て
い
る
。
日
清
戦
後
の
十
八
歳
の
青
年
の
抱
く
「
夢
」
と
し
て
は
、
ど
こ
か
不
安
げ

で
身
の
処
し
方
に
戸
惑
っ
て
い
る
ふ
う
に
も
見
え
る
。
た
と
え
目
的
が
か
な
わ
な
く

て
も
「
大
志
」
を
抱
く
の
が
当
時
の
多
く
の
「
上
京
」
青
年
だ
と
す
れ
ば
、「
本
を

読
ん
で
暮
せ
ば
え
ゝ
」
と
言
う
か
れ
は
ど
こ
か
自
信
無
さ
気
で
醒
め
て
い
る
。
そ
の

一
方
で
「
僕
は
同
級
の
物
に
決
し
て
負
け
な
い
つ
も
り
で
す
」
と
自
信
た
っ
ぷ
り
と

主
張
す
る
青
年
で
あ
る
。
人
好
き
の
し
な
い
性
分
だ
か
ら
世
間
で
成
功
す
る
か
ど
う

か
と
心
配
す
る
叔
父
に
対
す
る
応
え
が
先
の
呟
き
で
あ
る
。
か
れ
は
人
生
に
対
し
て
、

計
算
高
い
堅
実
さ
と
用
心
深
さ
を
用
意
周
到
に
準
備
す
る
よ
う
な
青
年
で
は
な
い
。

た
だ
、
生
き
て
い
く
こ
と
の
心
構
え
が
謙
虚
（
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
）
な
だ
け
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
正
宗
白
鳥
が
故
郷
の
瀬
戸
内
の
小
さ
な
漁
村
で
「
東
京
遊
学
案
内w

」
を
読

み
、
キ
リ
ス
ト
教
、
古
今
東
西
の
文
学
研
究
、
そ
の
た
め
の
英
語
学
習
、
さ
ら
に
観

劇
を
目
的
に
「
東
京
を
地
上
の
楽
園
の
や
う
に
夢
想
し
てe

」
上
京
を
果
し
た
の
は
明

治
二
九
年
二
月
の
事
で
あ
る
。
日
清
戦
争
が
終
っ
た
頃
で
、
最
初
の
下
宿
は
牛
込
の

横
寺
町
で
、
神
楽
坂
に
ほ
ど
近
い
。
当
時
「
神
楽
坂
は
、
山
の
手
第
一
の
繁
華
街
で

あ
つ
たr

」
と
回
想
さ
れ
る
よ
う
に
、
賑
や
か
な
都
会
を
満
喫
で
き
る
環
境
で
東
京
で

の
学
生
生
活
を
始
め
て
い
る
。

正
宗
白
鳥
『
夏
木
立
』
論
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あ
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か
じ
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理
想

―
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そ
ん
な
上
京
時
の
自
分
を
材
に
描
い
た
作
品
が
「
夏
木
立
」
で
あ
る
。「
福
岡
日

日
新
聞
」
に
大
正
四
年
五
月
四
日
か
ら
七
月
一
五
日
（
七
三
回
）
に
わ
た
り
連
載
さ

れ
て
い
るt

。
全
八
章
か
ら
成
り
、
主
人
公
の
「
私
」（
守
屋
猛
）
は
十
八
歳
。
時
は
明

治
二
九
年
二
月
下
旬
か
ら
始
り
（
蘇
峰
の
演
説
会
・
講
演
テ
ー
マ
の
記
述
か
ら
物
語
時
間

を
特
定
）
約
一
年
半
の
学
生
生
活
が
描
か
れ
て
い
る
。
白
鳥
の
回
想
類
、
書
簡
等
か

ら
知
ら
れ
る
多
く
の
伝
記
的
事
実
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
事
実
、
徳
富
蘇
峰
、

戸
川
さ
ん
（
戸
川
残
花
）、
丹
羽
さ
ん
（
丹
羽
清
次
郎
）、
内
村
さ
ん
（
内
村
鑑
三
）
と

い
う
実
名
、
な
い
し
実
名
に
近
い
人
物
が
描
か
れ
、
ま
た
、
実
名
で
な
く
と
も
、
Ｂ

牧
師
が
植
村
正
久
、
Ｔ
先
生
が
坪
内
逍
遙
で
あ
る
こ
と
は
白
鳥
の
回
想
類
を
読
め
ば

わ
か
る
仕
掛
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
は
自
伝
小
説
で
は
な
い
。

評
伝
や
伝
記
の
側y

か
ら
見
れ
ば
「
夏
木
立
」
は
こ
の
時
期
の
数
少
な
い
資
料
に
は
な

る
が
、
あ
く
ま
で
も
虚
構
作
品
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

二

こ
の
「
夏
木
立
」
を
、
漱
石
の
「
三
四
郎
」、

外
の
「
青
年
」
と
と
も
に
、「
青

春
」
小
説
と
し
て
同
じ
土
俵
に
乗
せ
た
の
は
作
家
の
中
村
真
一
郎
で
あ
るu

。
田
舎
か

ら
上
京
し
た
青
年
の
東
京
生
活
の
第
一
歩
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
は
共
通
し
て
い

る
。
し
か
し
、「
三
四
郎
」
も
「
青
年
」
も
日
露
戦
後
と
い
う
執
筆
時
の
同
時
代
を

描
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、「
夏
木
立
」
は
過
去
の
日
清
戦
後
の
学
生
生
活
を
描
い

て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
日
露
戦
後
と
日
清
戦
後
の
時
代
差
は
大
き
い
。
中
村

は
三
作
品
の
主
人
公
に
は
微
妙
な
相
違
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
性
格
の
相
違
で
は
な
く
、

人
生
の
理
想
の
相
違
で
あ
る
」
と
す
る
の
は
間
違
い
で
は
な
い
が
、
三
作
品
の
主
人

公
た
ち
の
比
較
と
読
み
に
は
若
干
問
題
も
あ
り
、
既
に
そ
れ
に
対
す
る
指
摘
も
あ
る

の
で
割
愛
す
る
がi

、
た
だ
、
実
作
者
（
小
説
家
）
と
し
て
の
次
の
評
言
は
傾
聴
に
値

す
る
も
の
で
あ
る
。
中
村
は
「
小
説
を
形
式
的
な
仕
上
げ
の
面
で
成
功
不
成
功
を
計

る
こ
と
を
せ
ず
、
ど
れ
ほ
ど
深
く
現
実
に
突
き
入
っ
て
い
る
か
を
基
準
と
し
て
考
え

る
と
す
る
と
、
上
の
方
か
ら
、
あ
る
い
は
遠
く
か
ら
青
年
を
見
下
ろ
し
て
い
る
『
三

四
郎
』
や
『
青
年
』
に
比
べ
て
、『
夏
木
立
』
は
遙
か
に
青
年
自
身
の
内
面
に
入
り

こ
ん
で
、
切
実
な
共
感
を
も
っ
て
描
い
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
い
か
な
る
内
面

（
内
容
）
も
形
式
に
左
右
さ
れ
な
い
も
の
は
な
い
と
す
れ
ば
、
や
や
漠
然
と
し
た
評

言
だ
が
、
言
い
た
い
事
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
伝
わ
る
。「
夏
木
立
」
が
、
発
表
時
「
三

四
郎
」
や
「
青
年
」
ほ
ど
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
そ
の
後
も
、
白
鳥
の

作
品
の
な
か
に
あ
っ
て
も
そ
れ
ほ
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
な
く
現
在
に
至
っ
て
い
る
こ

と
を
考
慮
し
た
と
き
、「
内
面
に
入
り
こ
ん
で
」
と
か
「
切
実
な
共
感
を
も
っ
て
」

と
か
の
一
人
称
語
り
の
描
き
方
へ
の
、
あ
る
い
は
ま
た
「
形
式
的
な
仕
上
げ
」
と
い

う
も
の
が
小
説
に
と
っ
て
い
か
に
重
要
か
つ
不
可
欠
で
あ
る
か
を
暗
に
反
照
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
「
夏
木
立
」
が
形
式
的
に
、
構
成
的
に
不
成
功

な
作
品
だ
っ
た
と
断
言
出
来
る
も
の
で
も
な
い
。

さ
て
、「
夏
木
立
」
は
大
正
四
年
に
発
表
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
す
で
に
白
鳥
は
第

一
作
「
寂
寞
」（
明
三
七
・
一
一
）
か
ら
「
塵
埃
」（
明
四
○
・
二
）
を
経
て
、
自
然
主

義
文
学
の
気
運
に
乗
り
つ
つ
「
妖
怪
画
」（
明
四
○
・
七
）「
何
処
へ
」（
明
四
一
・
一
）

「
五
月
幟
」（
明
四
一
・
三
）「
地
獄
」（
明
四
二
・
一
）
等
に
よ
っ
て
、
そ
の
独
自
の
世

界
を
築
い
て
き
た
が
、
そ
の
白
鳥
的
世
界
が
文
壇
に
今
ま
さ
に
定
着
し
よ
う
と
い
う

時
期
に
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
文
章
を
記
し
て
い
る
。

私
は
十
八
歳
の
二
月
に
上
京
し
た
が
、
そ
の
当
座
は
勉
学
の
傍
ら
大
に
体
育

に
も
つ
と
め
、
柔
道
も
や
る
遠
足
も
や
る
、
従
つ
て
身
体
が
硬
く
肥
つ
て
ゐ
た
。

そ
れ
が
急
に
病
気
に
罹
つ
て
夏
中
苦
し
み
、
そ
れ
が
元
で
遂
に
今
の
や
う
な
体

質
に
な
つ
た
。
そ
の
時
は
一
命
に
も
及
ぶ
ほ
ど
で
あ
つ
て
、
僕
自
身
も
屡
々
長

か
ら
ぬ
生
命
だ
と
覚
悟
し
て
ゐ
た
。
し
か
し
、
耶
蘇
教
を
信
じ
て
ゐ
た
か
ら
心

の
中
に
は
尠
か
ら
ぬ
慰
藉
が
あ
つ
て
、
却
つ
て
今
ほ
ど
ヤ
キ
モ
キ
し
て
ゐ
な
か

448

一
五
八



つ
た
。
兎
に
角
そ
の
病
気
が
僕
の
一
生
を
定
め
た
も
の
で
、
読
書
、
学
問
を
好

み
な
が
ら
そ
れ
に
専
念
一
意
に
な
れ
ぬ
の
も
、
記
憶
力
の
強
か
つ
た
の
が
悪
く

な
つ
た
の
も
、
人
並
に
歓
楽
を
愛
し
社
交
を
好
ん
だ
男
が
孤
独
好
き
で
人
間
嫌

ひ
に
な
つ
た
の
も
、
社
会
に
益
も
な
き
不
健
全
な
陰
気
な
小
説
を
書
く
や
う
に

な
つ
た
の
も
、
皆
あ
の
病
気
か
ら
体
質
の
変
化
を
来
し
た
た
め
で
あ
る
。

「
勤
勉
に
し
て
着
実
な
る
青
年
」（「
文
章
世
界
」
明
四
二
・
一
○
）

こ
の
文
章
が
書
か
れ
た
明
治
四
二
年
一
○
月
、
す
で
に
白
鳥
は
「
不
健
全
な
陰
気

な
小
説
を
書
く
」
作
家
と
し
て
、
文
壇
で
の
地
位
を
確
立
し
つ
つ
あ
っ
た
時
期
で
あ

る
。
白
鳥
は
「
僕
の
一
生
を
定
め
た
」
そ
の
原
因
を
「
病
気
か
ら
体
質
の
変
化
を
来

し
た
」
た
め
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
い
く
つ
か
の
要
因
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
な
い

も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
確
か
な
の
は
上
京
時
が
「
僕
の
一
生
を
定
め
た
」
と
い
う
ほ

ど
精
神
的
に
も
肉
体
的
に
も
重
要
な
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
るo

。
そ
ん
な
重
要
な

時
期
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
上
京
時
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
作
品
は
「
夏
木
立
」
に

至
る
ま
で
描
か
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ま
で
白
鳥
は
、
同
時
代
を
描
い
た
も
の
（「
塵

埃
」「
何
処
へ
」「
微
光
」
等
）、
幼
年
期
を
描
い
た
も
の
（「
五
月
幟
」「
二
家
族
」）、
閑

谷
校
時
代
（「
Ｓ
塾
」「
村
塾
」）
や
上
京
前
の
微
陽
学
院
時
代
（「
地
獄
」）
を
材
と
し

た
作
品
は
あ
る
も
の
の
、
表
題
が
示
す
よ
う
な
「
勤
勉
に
し
て
着
実
な
る
青
年
」
の

時
代
を
描
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、「
夏
木
立
」
が
発
表
さ
れ
た
大
正
四
年

と
い
う
こ
の
年
は
、
前
年
の
大
正
三
年
七
月
に
発
表
さ
れ
た
随
筆
「
上
京
当
時
の
回

想
」
に
始
り
、
こ
の
年
の
「
入
江
の
ほ
と
り
」（
大
四
・
四
）「
一
念
」（
大
四
・
四
）

「
春
が
来
た
の
に
」（
大
四
・
五
）
が
そ
れ
ぞ
れ
発
表
さ
れ
、
テ
ー
マ
は
違
う
も
の
の
、

こ
れ
ら
作
品
に
共
通
す
る
の
は
「
上
京
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。
翌
、
大
正

五
年
は
「
牛
部
屋
の
臭
ひ
」「
死
者
生
者
」
と
い
う
傑
作
を
生
み
、「
客
観
描
写
法
の

完
成
」
と
大
正
後
期
か
ら
昭
和
へ
と
到
る
「
実
存
的
思
索
を
主
と
す
る
作
品
」
へ
と

向
う
「
作
家
と
し
て
の
或
る
分
岐
点!0

」
で
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
が
、「
夏
木

立
」
は
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
対
照
的
な
一
人
称
語
り
に
よ
る
、
純
然
た
る
過
去
を
甦

生
す
る
た
め
の
、
白
鳥
な
り
の
も
う
ひ
と
つ
の
試
み
で
は
な
か
っ
た
か
。
新
聞
連
載

と
い
う
形
式
を
踏
ま
え
て
、
過
去
の
回
想
で
は
な
く
、
過
去
の
一
時
点
に
立
っ
て
一

人
称
語
り
で
主
人
公
を
一
人
歩
き
さ
せ
よ
う
と
す
る
白
鳥
な
り
の
試
み
で
あ
っ
た
と

推
測
さ
れ
る
。

こ
の
大
正
四
年
の
白
鳥
に
最
も
詳
細
な
精
神
的
動
向
を
探
っ
て
い
る
の
は
瓜
生
清

で
あ
る
。「
夏
木
立
」
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、「『
入
江
の
ほ
と
り
』
試
論!1

」

の
中
で
瓜
生
清
は
「
出
郷
者
を
輩
出
さ
せ
る
家
郷
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
追
究
」
し
た

「
入
江
の
ほ
と
り
」
と
は
別
に
、「
春
が
来
た
の
に
」
の
中
の
一
節
「
彼
自
身
二
十
年

前
に
　
初
め
て
上
京
し
た
時
の
や
う
な
気
持
で
今
一
度
都
会
の
花
の
春
を
見
た
く
な

つ
た
」
と
い
う
文
章
を
引
用
し
、
そ
れ
は
「
か
つ
て
精
神
の
昂
揚
を
も
た
ら
し
た
上

京
・
修
学
時
代
が
過
去
の
記
憶
に
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
る
喪
失
感
を
苦
く
反
芻
す
る
白

鳥
の
率
直
な
心
情
表
現
」
で
あ
る
と
し
て
、「
失
わ
れ
た
精
神
の
牧
歌
の
時
代
に
遡

行
す
る
」
上
京
当
時
を
回
想
す
る
作
品
を
書
か
せ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
執
筆
へ
の

モ
チ
ー
フ
は
、
そ
の
ま
ま
「
夏
木
立
」
に
も
当
て
嵌
ま
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
中

央
文
壇
で
は
な
く
、
地
方
の
新
聞
に
連
載
す
る
と
い
う
形
態
が
、
よ
り
「
か
つ
て
精

神
の
昂
揚
を
も
た
ら
し
た
」
当
時
を
「
牧
歌
」
と
し
て
率
直
に
表
明
す
る
こ
と
に
も

つ
な
が
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
瓜
生
清
の
言
う
「
精
神
の
牧
歌
」
と
は
「
理
想
」
と

言
い
換
え
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

で
は
、
白
鳥
に
と
っ
て
「
夏
木
立
」
の
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
た
二
十
年
前
の
上
京
し

た
明
治
二
九
年
と
い
う
年
は
一
体
ど
う
い
う
年
で
あ
っ
た
の
か
。
白
鳥
自
筆
に
よ
る

年
譜
に
は
「
二
月
下
旬
上
京
。
牛
込
横
寺
町
に
下
宿
し
た
。
／
早
稲
田
大
学
の
前
身

た
る
東
京
専
門
学
校
英
語
専
修
科
に
入
学
。
／
夏
、
大
患
に
罹
り
臥
辱
二
ケ
月
余
。!2

」

と
実
に
簡
潔
に
記
さ
れ
て
い
る
。
自
筆
年
譜
で
は
触
れ
て
な
い
が
、
白
鳥
の
随
筆
等

で
何
度
も
回
想
さ
れ
る
夏
の
帰
省
前
の
「
基
督
教
夏
期
学
校!3

」
を
含
め
る
と
、
こ
の

年
は
「
上
京
」「
基
督
教
夏
期
学
校
」「
大
患
」
が
大
き
な
出
来
事
で
あ
っ
た
事
が
知
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ら
れ
る
。
こ
の
三
つ
の
出
来
事
は
そ
れ
ぞ
れ
に
、
生
活
の
側
面
、
思
想
の
側
面
、
体

質
の
側
面
と
い
う
三
つ
の
側
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
可
能
だ
が
、
白
鳥
の
な
か
で

は
そ
れ
ら
は
渾
然
一
体
と
な
っ
て
「
僕
の
一
生
を
定
め
た
」
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ

て
い
る
。
大
患
を
来
す
ほ
ど
の
虚
弱
体
質
が
生
む
不
安
が
キ
リ
ス
ト
教
を
近
づ
か
せ
、

そ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
奥
義
を
知
り
た
い
と
い
う
欲
求
が
上
京
を
促
し
た
と
並
列
的
に

述
べ
て
し
ま
う
と
身
も
蓋
も
な
い
が
、「
僕
の
一
生
を
定
め
た
」
と
い
う
ほ
ど
の
要

因
が
、
少
な
く
と
も
「
上
京
」
時
期
の
「
牧
歌
」
＝
「
理
想
」
に
あ
っ
た
こ
と
は
否

め
な
い
。
そ
の
「
理
想
」
は
、
漠
然
と
は
し
て
い
る
が
、
自
分
を
「
上
京
」
へ
と
突

き
動
か
す
だ
け
の
強
い
意
志
が
働
い
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
漠
然
と
、
も
や

も
や
の
彼
方
に
、
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
理
想
が
希
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
「
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
」
藻
掻
き
の
な
か
に
こ
そ
、
青
春
の
実
相
が
見
え
隠
れ

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
夏
木
立
」
に
は
「
基
督
教
夏
期
学
校
」
も
「
大
患
」
も
直
接
的
に
は
描
か
れ
て

い
な
い
。
し
か
し
、
描
か
れ
な
か
っ
た
「
基
督
教
夏
期
学
校
」
は
、
主
人
公
と
吉
田

の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
対
応
、「
大
患
」
は
、
主
人
公
の
下
宿
で
の
病
気
と
吉
田
の
死

と
い
う
「
切
実
」
な
物
語
と
し
て
虚
構
化
さ
れ
て
い
る
と
読
め
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
一
方
で
「
東
京
を
地
上
の
楽
園
の
や
う
に
夢
想
し
て
上
京
し
た
」
青
春

小
説
と
し
て
「
牧
歌
」
を
描
く
に
ふ
さ
わ
し
く
、
下
宿
に
た
む
ろ
す
る
神
田
界
隈
の

書
生
た
ち
、
隅
田
川
で
開
か
れ
た
運
動
会!4

や
鎌
倉
へ
の
徒
歩
旅
行!5

な
ど
、
当
時
の
学

生
風
俗
を
描
こ
う
と
苦
心
し
て
い
る
跡
も
窺
え
る
の
で
あ
る
。
学
生
が
質
入
れ
し
て

い
る
こ
と
を
大
村
か
ら
聞
く
と
「
私
に
は
夢
に
も
思
は
な
い
こ
と
だ
つ
た
」（
二
）

と
驚
き
を
隠
さ
ず
、「
道
を
歩
い
て
ゐ
て
立
派
な
邸
宅
を
見
る
と
、
其
処
に
住
ん
で

ゐ
る
人
々
は
ど
ん
な
事
を
し
て
、
こ
ん
な
家
を
維
持
し
て
ゐ
る
の
か
と
不
思
議
で
な

ら
な
か
つ
た
」（
八
）
と
素
朴
な
反
応
を
示
す
主
人
公
の
「
純
真
な
る
も
の
」「
素
朴

な
る
も
の
」
か
ら
世
相
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
意
図
も
明
白
で
あ
る
。
主
人
公
の
成

長
と
躓
き
、
一
見
、「
教
養
小
説
」
的
な
装
い
を
呈
し
な
が
ら
も
一
年
半
と
い
う
物

語
時
間
の
短
さ
に
よ
っ
て
「
教
養
小
説
」
に
は
な
り
得
ず
、
上
京
時
の
一
時
期
に
凝

縮
さ
れ
た
青
春
の
一
齣
を
理
想
を
追
い
求
め
る
青
年
に
託
し
て
描
い
た
「
物
語
」
で

あ
り
、
主
人
公
で
あ
る
「
私
」
守
屋
猛
の
「
僕
の
一
生
を
定
め
た
」（
白
鳥
）
で
あ

ろ
う
時
代
と
そ
の
行
く
末
を
描
こ
う
と
意
図
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

三

先
に
も
示
し
た
よ
う
に
主
人
公
の
守
屋
猛
は
「
一
生
本
を
読
ん
で
暮
ら
せ
ば
え
ゝ
」

と
い
う
ふ
う
に
、
学
問
の
道
へ
進
も
う
と
し
て
お
り
、「
一
生
宗
教
の
研
究
を
し
よ

う
」
か
「
一
生
和
漢
洋
の
文
学
を
研
究
し
よ
う
」（
一
）
か
迷
っ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
そ
の
迷
い
は
、
単
に
研
究
と
し
て
の
宗
教
か
文
学
か
の
二
者
択
一
な
ら
事
は
そ

う
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
の
だ
が
、
か
れ
が
逡
巡
す
る
の
は
、
宗
教
と
い
う
も
の
が

研
究
の
レ
ベ
ル
に
収
ら
な
い
「
信
仰
」
と
い
う
生
き
方
に
直
結
す
る
〈
魂
〉
の
問
題

で
あ
り
、
け
っ
し
て
、
職
業
選
択
の
問
題
で
は
な
い
こ
と
に
よ
る
。

運
動
会
の
後
、
病
気
に
か
か
り
、
暫
く
寝
込
ん
だ
後
、
ひ
と
り
で
郊
外
を
散
歩
し

な
が
ら
、「
堅
く
る
し
い
教
理
を
聴
く
よ
り
も
、
人
間
の
哀
れ
を
歌
つ
た
詩
や
歌
を

聴
き
た
く
な
つ
た
。
で
、
宗
教
か
文
学
か
で
自
分
の
将
来
の
方
針
に
迷
つ
て
ゐ
た
私

は
、
こ
の
日
初
め
て
執
る
べ
き
道
が
分
つ
た
や
う
な
気
が
し
た
」（
三
）
と
、
上
京

し
て
二
、
三
ヶ
月
に
も
な
ら
な
い
う
ち
に
、
文
学
へ
と
自
分
の
行
く
末
が
決
っ
た
か

の
感
慨
を
抱
く
が
、
す
ぐ
さ
ま
「
世
に
神
な
き
の
理
な
し
と
思
ふ
と
共
に
、
数
週
間

教
会
堂
へ
も
赴
か
ず
、
聖
書
を
も
繙
か
ざ
り
し
こ
と
を
悔
ゆ
」（
四
）
と
、
書
き
は

じ
め
た
ば
か
り
の
日
記
に
認
め
て
る
よ
う
に
、
自
分
の
行
く
末
と
は
関
係
な
く
、
絶

え
ず
宗
教
（
キ
リ
ス
ト
教
）
に
〈
魂
〉
が
揺
れ
動
い
て
い
る
の
で
あ
る
。「
僕
も
胃
や

脳
が
悪
か
つ
た
自
分
に
耶
蘇
の
説
教
に
感
動
し
た
」（
一
）
と
叔
父
に
語
っ
て
い
る

よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
は
田
舎
に
居
る
頃
か
ら
か
れ
の
生
活
の
一
部
に
も
な
っ
て
い
る

一
種
の
精
神
安
定
剤
な
の
で
あ
る!6

。
守
屋
猛
は
田
舎
で
キ
リ
ス
ト
教
を
知
り
、
そ
れ
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を
も
っ
と
深
め
た
い
と
い
う
気
持
は
あ
る
も
の
の
、
信
者
に
な
る
こ
と
を
躊
躇
っ
て

い
る
。
躊
躇
う
理
由
は
自
分
が
根
っ
か
ら
の
芝
居
好
き
で
あ
る
こ
と
や
、
芝
居
（
歌

舞
音
曲
）
等
を
禁
じ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
戒
律
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
へ
の
恐
怖
で
あ
る
。

洗
礼
後
、
遊
び
感
覚
で
教
会
に
行
く
吉
田
に
対
し
て
「
僕
の
理
想
の
教
会
は
も
つ
と

厳
粛
で
な
く
ち
や
い
け
な
い
ん
だ
」（
七
）
と
い
う
守
屋
猛
で
あ
る
。
か
れ
の
な
か

で
、
教
会
は
近
寄
り
が
た
い
ほ
ど
厳
粛
で
崇
高
な
も
の
と
し
て
希
求
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

そ
ん
な
厳
格
さ
と
生
真
面
目
さ
が
禍
し
て
か
、
守
屋
猛
の
周
り
に
い
る
知
人
た
ち

へ
の
か
れ
の
反
応
は
極
め
て
冷
淡
で
あ
る
。
一
つ
違
い
の
叔
母
の
「
喜
代
さ
ん
」
に

も
先
輩
の
「
大
村
」
に
対
し
て
も
ど
こ
か
疎
遠
な
感
が
あ
る
。
自
分
の
身
が
不
安
定

で
不
安
で
あ
る
が
ゆ
え
の
保
身
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
エ
ゴ
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
キ

リ
ス
ト
教
で
最
も
重
要
と
さ
れ
る
「
隣
人
愛
」
の
精
神
か
ら
も
ほ
ど
遠
い
。
し
か
し
、

守
屋
猛
の
保
身
、
他
者
へ
の
冷
淡
は
、
人
間
関
係
に
お
け
る
拘
束
さ
れ
る
こ
と
へ
恐

怖
か
ら
の
忌
避
と
い
う
側
面
が
極
め
て
強
い
。
ま
た
、
自
分
の
観
念
の
中
で
拵
え
た

清
き
も
の
、
不
潔
な
る
も
の
、
あ
る
い
は
、
快
、
不
快
の
判
別
が
あ
り
、
そ
れ
が
倫

理
的
「
潔
癖
性
」
を
生
み
出
し
て
い
る
。
当
時
の
キ
リ
ス
ト
教
が
「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン

の
伝
統
と
儒
教
的
倫
理
と
が
結
び
つ
い
て
、
そ
の
生
活
規
範
は
極
め
て
厳
格
」
で
あ

り
「
信
徒
は
道
徳
的
に
堅
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
で
嫌
わ
れ
も
し
た
し
、
信
頼
さ
れ
も

し
た!7

」
よ
う
で
あ
る
。
守
屋
猛
は
周
り
に
い
る
喜
代
さ
ん
、
大
村
や
吉
田
、
佐
川
と

い
う
知
人
か
ら
一
目
置
か
れ
る
存
在
で
は
あ
り
、
信
頼
は
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
親

し
み
が
も
て
ず
ど
こ
か
疎
遠
な
感
が
否
め
な
い
。「
私
」
と
は
対
照
的
な
性
格
の
吉

田
は
、
女
に
よ
っ
て
身
を
滅
ぼ
し
か
ね
な
い
、
親
に
も
友
人
に
も
信
頼
さ
れ
な
い
、

い
い
加
減
で
不
品
行
な
性
格
だ
が
、「
私
」
か
ら
見
る
と
「
人
の
良
さ
」
が
禍
し
て

い
る
「
憎
め
な
い
」
奴
と
し
て
描
か
れ
、「
私
」
に
と
っ
て
最
も
親
し
み
の
あ
る
友

人
で
あ
る
。
そ
の
最
も
親
し
み
の
あ
る
吉
田
に
さ
え
も
「
私
」
の
性
格
的
な
属
性
が

疎
遠
さ
を
も
た
ら
し
て
い
る!8

。

守
屋
猛
の
生
活
規
範
の
厳
格
さ
は
、
何
度
も
日
課
表
を
作
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
も

表
れ
て
い
る
。

最
初
の
横
寺
町
の
下
宿
か
ら
飯
田
町
へ
引
越
し
た
と
き
「
私
は
新
し
い
意
気
込
み

で
、
一
週
間
の
日
課
表
を
つ
く
つ
て
、
机
の
前
の
障
子
に
貼
り
付
け
」（
四
）
て
い

る
。
同
時
に
日
記
も
つ
け
る
の
だ
が
、
そ
の
日
の
日
記
に
、「
午
後
大
村
来
る
。
夜

喜
代
さ
ん
来
る
。
そ
の
た
め
に
予
定
の
日
課
を
妨
げ
ら
れ
し
を
恨
む
」
と
早
く
も
頓

挫
し
て
い
る
。
二
度
目
の
日
課
表
づ
く
り
は
、
吉
田
と
と
も
に
下
宿
し
て
い
た
寺
の

娘
の
お
花
と
親
し
く
な
り
、
そ
の
い
じ
ら
し
さ
か
ら
淡
い
恋
心
を
抱
く
が
、
お
花
は

浅
草
の
芸
者
屋
に
売
ら
れ
て
い
く
。
秋
風
と
と
も
に
人
生
の
無
常
を
感
じ
る
「
私
」

は
浅
草
を
歩
き
「
お
花
の
ゐ
る
土
地
を
歩
い
て
ゐ
る
こ
と
が
侘
し
い
心
を
少
か
ら
ず

慰
め
」
て
帰
路
に
つ
く
が
、
そ
ん
な
自
分
に
対
し
て
「
今
か
ら
下
ら
な
い
こ
と
に
大

切
な
頭
を
疲
ら
せ
る
や
う
ぢ
や
東
京
へ
来
た
甲
斐
が
な
い
」（
六
）
と
、
急
い
で
帰

り
、
新
た
な
日
課
表
を
作
る
。
そ
の
余
白
に
「
精
力
を
俗
事
に
徒
消
す
る
勿
れ
、
学

業
に
全
心
全
力
を
注
ぐ
べ
し
」（
六
）
と
大
書
き
し
そ
れ
を
実
行
し
よ
う
と
決
心
す

る
が
、
翌
日
、「
私
は
日
課
表
の
規
定
よ
り
一
時
間
以
上
も
遅
く
起
き
た
の
が
気
に

な
つ
た
」（
六
）
と
、
ま
た
し
て
も
実
行
が
と
も
な
わ
な
い
の
で
あ
る
。
三
度
目
は

最
初
の
横
寺
町
の
下
宿
屋
に
舞
い
戻
り
「
横
寺
町
へ
移
る
と
、
私
は
ま
た
日
課
表
を

改
め
て
自
ら
戒
め
た
」（
七
）
と
近
く
に
な
っ
た
教
会
へ
行
く
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、

す
ぐ
さ
ま
教
会
行
き
を
怠
り
だ
す
。

こ
の
よ
う
に
、
守
屋
猛
は
滅
入
り
そ
う
に
な
り
か
け
た
時
や
自
分
を
見
失
い
そ
う

に
な
り
か
け
た
時
な
ど
、
事
あ
る
毎
に
日
課
表
を
作
る
こ
と
で
自
分
を
奮
い
立
た
せ

よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
結
果
は
思
う
よ
う
に
は
動
い
て
い
な
い
。
日
課
表
に

よ
っ
て
自
分
を
律
し
て
い
こ
う
と
は
す
る
が
、
律
す
れ
ば
律
す
る
ほ
ど
に
、
理
想
と

現
実
の
乖
離
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
。「
在
ら
ね
ば
」
あ
る
い
は
「
在
る
べ
き
」
自
分

を
追
究
す
る
こ
と
に
汲
々
と
し
て
い
る
守
屋
猛
は
、
理
想
主
義
者
の
陥
り
や
す
い
現

に
「
今
在
る
」
自
己
を
喪
失
し
て
い
る
、
と
い
う
よ
り
も
、「
今
在
る
」
自
己
は
ま
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だ
理
想
の
途
上
で
本
来
の
自
分
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
よ
り
生
活
の
規
範
に
対

し
て
厳
し
さ
を
要
求
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
課
表
を
作
ろ
う
が
計
画

を
緻
密
に
図
ろ
う
が
、
そ
の
通
り
に
実
現
で
き
る
よ
う
な
理
想
は
真
の
理
想
に
は
ほ

ど
遠
い
の
で
は
な
い
か
。
人
は
意
志
し
て
事
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
は
稀
で
、
案
外
、

意
志
に
反
し
て
、
と
い
う
場
合
の
方
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。
現
に
、
守
屋
猛
が
現

実
に
突
き
動
か
さ
れ
て
い
く
の
は
、
か
れ
の
意
志
や
計
画
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
キ

リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
洗
礼
で
さ
え
、
吉
田
の
洗
礼
と
い
う
き
っ
か
け
が

必
要
だ
っ
た
し
、
再
び
「
専
念
一
意
神
の
教
へ
に
遵
ひ
、
学
び
の
道
に
志
さ
う
と
決

心
し
た
」（
八
）
の
も
Ｂ
牧
師
に
頼
ま
れ
た
講
演
筆
記
（
そ
れ
が
活
字
に
な
っ
た
喜
び
）

が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。

か
れ
の
日
課
表
づ
く
り
に
表
れ
て
い
る
よ
う
な
、
生
活
の
厳
格
さ
や
規
律
の
遵
守

は
な
に
も
守
屋
猛
だ
け
の
特
殊
な
も
の
で
は
な
く
、
当
時
の
キ
リ
ス
ト
教
を
支
配
し

て
い
た
規
範
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
明
治
期
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
は
「
著

し
く
倫
理
的
、
社
会
倫
理
的
な
革
命
思
想
と
し
て
」
受
容
さ
れ
「
風
俗
改
良
」
が
伝

道
の
表
向
き
な
看
板
と
し
て
行
わ
れ
「
一
夫
一
婦
制
の
強
調
や
、
禁
酒
運
動
を
常
に

と
も
な
っ
た!9

」
も
の
で
あ
り
、
芝
居
を
含
め
た
歌
舞
音
曲
や
男
女
の
交
際
に
も
厳
し

い
目
が
向
け
ら
れ
て
い
た
。
主
人
公
が
上
京
途
中
の
大
阪
で
「
耶
蘇
の
説
教
に
感
動

し
た
」
こ
と
を
叔
父
に
告
げ
る
と
「
兎
に
角
宗
教
は
悪
い
も
の
ぢ
ゃ
な
い
。
酒
や
煙

草
を
や
ら
ん
だ
け
で
も
身
体
に
い
ゝ
し
経
済
に
も
な
る
」（
一
）
と
、
当
時
の
キ
リ

ス
ト
教
に
対
す
る
世
間
一
般
の
受
け
取
ら
れ
方
の
一
端
が
描
か
れ
、
ま
た
、
教
会
の

信
者
も
遊
郭
に
出
入
り
し
芝
居
や
寄
席
に
行
く
吉
田
を
「
さ
も
大
悪
事
の
や
う
に
非

難
」
す
る
の
で
あ
る
。「
私
」
自
身
も
東
京
で
初
め
て
大
芝
居
を
見
た
時
の
気
持
を

「
禁
制
の
木
の
実
を
食
ふ
や
う
な
気
持
で
あ
っ
た
。
新
婚
の
晩
の
処
女
の
や
う
な
気

持
が
し
た
。（
略
）
宗
教
の
戒
め
を
破
つ
て
、
そ
ん
な
所
へ
近
づ
く
と
い
ふ
こ
と
が
、

一
層
興
味
を
添
へ
た
」（
五
）
の
だ
。「
私
」
の
い
う
「
宗
教
の
戒
め
」
と
は
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
教
会
の
歌
舞
音
曲
に
対
す
る
「
戒
め
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
極
め
て

倫
理
的
、
道
徳
的
な
生
活
思
想
が
守
屋
猛
を
規
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
当
時
の
「
キ
リ
ス
ト
教
が
『
信
』
を
前
提
と
せ
ず
、
む
し
ろ
如
何
に
生
き
る

べ
き
か
と
い
う
道
徳
的
な
規
範
性
で
多
く
把
握
さ
れ@0

」
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

主
人
公
の
「
私
」
も
信
仰
そ
の
も
の
よ
り
も
倫
理
的
な
潔
癖
が
生
活
の
規
範
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

四

そ
れ
で
は
、「
私
」
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
と
は
倫
理
的
な
も
の
に
終
始
し
、
何

ら
信
仰
と
は
無
縁
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
の
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
信
仰
と
は
一

体
、
ど
の
よ
う
な
「
か
た
ち
」
を
持
っ
て
主
人
公
の
な
か
で
具
現
化
し
て
い
こ
う
と

し
て
い
た
の
か
。
ほ
ん
の
僅
か
で
は
あ
る
が
、
主
人
公
が
求
め
る
理
想
の
信
仰
の

「
か
た
ち
」
は
垣
間
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

帰
郷
中
に
吉
田
の
死
に
遭
遇
し
、
そ
の
友
の
死
は
「
私
の
心
に
暗
い
影
を
投
げ
」

か
け
「
人
間
の
運
命
の
無
惨
な
の
に
戦
慄
」
し
「
人
間
の
寿
命
の
儚
な
さ
が
他
人
事

と
し
て
打
遣
つ
て
置
け
な
い
や
う
に
胸
に
染
ん
だ
」（
七
）
の
だ
。
そ
ん
な
事
も
あ

っ
て
久
し
ぶ
り
に
田
舎
牧
師
を
訪
ね
る
気
に
な
り
、
炎
天
を
冒
し
て
基
督
教
講
義
所

に
行
く
。
吉
田
の
死
を
話
す
と
牧
師
は
今
日
の
集
り
で
そ
の
事
を
話
し
て
く
だ
さ
い

と
言
わ
れ
、
聴
衆
を
前
に
話
す
こ
と
に
な
っ
た
。
信
者
の
前
で
話
し
た
後
、
次
の
よ

う
に
「
私
」
は
述
懐
し
て
い
る
。「
吉
田
の
や
う
な
行
ひ
を
し
た
者
で
も
信
者
た
る

が
ゆ
ゑ
に
神
の
傍
ら
へ
行
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
牧
師
の
言
葉
は
信
ぜ
ら
れ
な
か
つ
た

が
、
聖
書
を
全
部
そ
の
ま
ゝ
に
信
じ
て
、
苦
痛
も
災
難
も
甘
ん
じ
て
受
け
て
ゐ
と
い

ふ
牧
師
の
言
葉
は
如
何
に
も
真
実
ら
し
く
て
、
東
京
の
信
者
や
牧
師
に
見
る
や
う
な

空
々
し
い
と
こ
ろ
が
な
か
つ
た
」（
七
）。
こ
の
「
東
京
の
信
者
」
の
な
か
に
は
「
私
」

も
含
ま
れ
て
い
る
。「
私
」
に
と
っ
て
「
信
ず
る
」
こ
と
と
は
「
空
々
し
」
さ
も
な

く
、
一
点
の
疑
義
も
な
く
「
聖
書
を
全
部
そ
の
ま
ま
」
信
じ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
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信
仰
の
究
極
の
理
想
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
私
」
に
一
点
の
曇

り
も
な
く
「
信
じ
る
」
こ
と
な
ど
は
到
底
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
づ
く
岡
山
の

孤
児
院
の
奇
蹟
の
話
が
そ
れ
を
暗
示
し
て
い
る@1

。
孤
児
院
で
糧
米
が
尽
き
、
百
人
の

孤
児
た
ち
の
食
が
取
れ
な
く
な
り
、
院
長
は
皆
を
率
い
て
操
山
に
上
り
終
日
祈
り
を

捧
げ
た
。
山
を
降
り
よ
う
と
す
る
と
留
守
居
番
が
今
亜
米
利
加
か
ら
多
額
の
寄
付
金

が
届
い
た
こ
と
を
知
ら
せ
た
。
牧
師
は
そ
れ
を
「
生
き
た
奇
蹟
の
実
例
」
と
し
て
話

す
の
だ
が
、「
私
」
に
は
「
新
田
義
貞
が
稲
村
ヶ
崎
で
剣
を
投
げ
た
昔
話@2

と
同
じ
や

う
に
、
院
長
だ
け
は
寄
付
金
の
来
る
こ
と
を
予
め
知
つ
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
か
と
、

私
は
密
か
に
疑
ひ
を
挿
ん
だ
が
、
決
し
て
口
に
は
出
さ
な
か
つ
た
」（
七
）
の
だ
。

稲
村
ヶ
崎
の
剣
の
奇
蹟
は
潮
の
干
満
と
い
う
自
然
現
象
に
無
知
で
あ
っ
た
山
国
育

ち
の
新
田
軍
だ
か
ら
こ
そ
起
り
得
た
「
奇
蹟
」
で
あ
り
、「
無
知
」
が
も
た
ら
し
た

「
信
」
の
力
が
勝
利
に
導
い
た
わ
け
だ
が
、「
私
」
は
「
無
知
」
に
留
ま
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
懐
疑
心
と
好
奇
心
に
よ
っ
て
ど
こ
ま
で
も
知
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
お

そ
ら
く
、
信
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
こ
か
で
「
知
」
を
超
越
し
得
て
こ
そ
可
能
で

あ
る
。
し
か
し
、「
私
」
の
上
京
目
的
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
「
宗
教
の
研
究
」
を
し

た
い
と
い
う
願
望
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
信
ず
る
こ
と
よ
り
も
、
そ
の
奥
義
を
「
知
」

り
た
い
と
い
う
願
望
で
あ
り
、
ど
こ
ま
で
も
「
知
る
」
こ
と
に
執
着
す
る
人
間
で
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
守
屋
猛
の
勤
勉
ぶ
り
は
、
当
然
「
信
」
よ
り
も
「
知
」
に

傾
い
て
い
る
。
し
か
し
、「
知
」
を
限
り
な
く
突
き
つ
め
て
い
っ
た
と
し
て
も
た
ど

り
着
け
な
い
の
が
宗
教
（
信
仰
）
な
の
で
あ
る
。「
知
」
で
満
た
さ
れ
る
よ
う
な
〈
魂
〉

で
あ
っ
た
な
ら
守
屋
猛
は
初
め
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
に
は
近
づ
か
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

物
語
の
初
め
か
ら
終
り
ま
で
主
人
公
は
上
京
を
促
し
た
「
志
」
と
は
別
に
〈
魂
〉

の
救
済
を
保
証
す
る
も
の
を
求
め
彷
徨
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
保
証
す
る
も

の
が
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
っ
た
。

洗
礼
の
後
、
信
者
に
な
っ
て
も
教
会
へ
行
く
の
を
怠
り
、
内
村
先
生
（
内
村
鑑
三
）

を
訪
う
て
、「
真
に
基
督
に
使
へ
る
者
は
世
俗
的
な
教
会
へ
行
き
た
く
な
く
な
り
ま

す
」
し
「
職
業
的
牧
師
の
説
教
を
聴
い
て
時
を
潰
す
間
に
は
単
純
な
心
で
聖
書
を
読

め
」（
七
）
と
勧
め
ら
れ
て
、
教
会
へ
行
か
な
い
自
分
が
正
当
化
さ
れ
た
よ
う
で
、

そ
れ
だ
け
で
満
足
し
て
み
た
り
、
Ｂ
牧
師
に
「
信
者
が
文
学
を
一
生
の
事
業
と
し
て

も
差
支
へ
な
い
」
の
か
と
問
う
と
、
牧
師
は
「
旧
約
全
書
は
そ
れ
自
身
大
文
学
ぢ
や

あ
り
ま
せ
ん
か
。（
略
）
宗
教
と
文
学
は
密
接
な
関
係
を
持
つ
て
ゐ
る
の
で
す
よ
」

と
、
励
ま
さ
れ
る
と
子
供
の
よ
う
に
「
動
き
易
い
心
は
そ
の
夜
眠
ら
れ
な
い
ほ
ど
に

興
奮
」（
八
）
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
知
」
的
な
部
分
で
か
れ
は
誰
よ
り
も
大
人
び

て
い
る
が
、「
知
」
で
は
収
り
き
れ
な
い
キ
リ
ス
ト
教
に
対
座
し
た
と
き
か
れ
は
実

に
子
供
の
よ
う
に
素
朴
な
反
応
を
示
す
の
で
あ
る
。

そ
し
て
「
物
語
」
の
最
後
で
も
、
も
う
一
度
、
何
度
も
日
課
表
を
作
っ
た
よ
う
に

「
私
」
は
新
た
な
決
意
を
披
瀝
す
る
の
で
あ
る
。「
最
早
世
俗
の
汚
れ
た
娯
楽
か
ら
は

一
切
遠
ざ
か
つ
て
専
念
一
意
神
の
教
へ
に
遵
ひ
、
学
び
の
道
に
志
さ
う
と
決
心
し
た
」

（
八
）
と
。
花
札
で
親
し
く
な
っ
た
友
人
佐
川
の
娯
楽
へ
の
誘
い
を
き
っ
ぱ
り
と
拒

否
し
て
「
私
は
最
早
こ
ん
な
友
人
の
所
へ
近
づ
く
こ
と
を
憚
つ
た
。
世
の
汚
れ
か
ら

自
分
を
固
く
守
ら
う
と
思
ひ
詰
め
て
い
た
」（
八
）
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
「
神
の

教
へ
に
遵
」
う
も
の
の
「
学
び
の
道
」
へ
で
あ
る
。
け
っ
し
て
「
信
仰
」
と
は
語
っ

て
い
な
い
。
そ
し
て
「
固
く
守
ら
う
」
と
決
心
は
し
て
も
「
思
ひ
詰
め
て
」
い
る
限

り
、
そ
れ
は
け
っ
し
て
外
へ
と
向
わ
ず
内
へ
と
鬱
屈
し
て
い
く
だ
け
で
あ
る
こ
と
を

白
鳥
は
予
感
さ
せ
る
よ
う
に
筆
を
置
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
夏
木
立
」
に
は
守
屋
猛
の
「
理
想
主
義
者
」
と
し
て
の
「
挫
折
」
は
描
か
れ
て

い
な
い
。
意
気
揚
々
と
し
て
何
度
も
日
課
表
を
作
っ
た
よ
う
に
、
新
た
に
そ
の
「
理

想
」
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
強
い
意
志
を
確
認
す
る
と
こ
ろ
で
終
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
挫
折
を
招
来
す
る
ま
で
も
な
く
、
そ
の
「
理
想
」
は
か
れ
に
と
っ
て
は
、
あ

ら
か
じ
め
失
わ
れ
た
「
理
想
」
で
は
な
か
っ
た
か
。「
奇
蹟
」
を
信
じ
た
稲
村
ヶ
崎

の
新
田
軍
の
兵
士
の
よ
う
に
、
ま
た
、
聖
書
を
そ
の
ま
ま
素
直
に
信
じ
ら
れ
る
信
者

の
よ
う
に
、
か
れ
ら
へ
の
羨
望
を
け
っ
し
て
隠
す
こ
と
な
く
、
そ
う
い
う
境
地
へ
と
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到
ら
な
い
だ
ろ
う
自
分
を
よ
く
「
知
」
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
白
鳥
は
後
年
、「
直

ち
に
信
じ
て
そ
の
信
仰
に
没
頭
す
る
の
が
宗
教
の
極
地
で
、
そ
の
宗
教
を
研
究
し
検

討
す
る
の
は
、
そ
れ
を
志
し
た
時
か
ら
、
宗
教
を
離
れ
て
ゐ
る
の
ぢ
や
な
い
か
と
思

は
れ
る
こ
と
が
あ
る@3

」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
白
鳥
か
ら
若
き
守
屋
猛
へ
贈
ら
れ

た
皮
肉
を
こ
め
た
オ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
と
同
時
に
批
評
な
の
で
あ
る
。

「
知
」
へ
の
志
向
は
懐
疑
心
と
好
奇
心
が
あ
れ
ば
こ
そ
で
あ
り
、
守
屋
猛
は
そ
こ

に
留
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
が
か
れ
の
居
場
所
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
結
論
は
留
保

さ
れ
た
ま
ま
。
そ
し
て
「
信
」
へ
の
志
向
は
「
知
」
と
は
ま
っ
た
く
別
の
次
元
へ
と
、

自
分
を
突
き
放
さ
な
け
れ
ば
、
到
底
そ
の
「
理
想
」
と
す
る
処
へ
は
到
ら
な
い
こ
と

を
か
れ
は
十
分
す
ぎ
る
ほ
ど
よ
く
「
知
」
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、
上
京
前
、
叔
父
を
前
に
し
て
呟
い
た
「
僕
は
ど
つ
さ
り
金
を
取
ら
う

と
い
ふ
欲
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
か
か
う
か
食
う
て
さ
へ
行
け
ば
、
一
生
本
を
読
ん

で
暮
ら
せ
ば
え
ゝ
で
す
」
と
い
う
言
葉
が
、
そ
の
場
限
り
の
取
り
繕
い
で
は
な
く
、

本
心
か
ら
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
そ
れ
は
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

■
『
夏
木
立
』
本
文
か
ら
の
引
用
は
全
て
福
武
書
店
版
『
正
宗
白
鳥
全
集
　
巻
五
』（
昭
五

八
・
一
二
　
福
武
書
店
）
を
使
用
。
そ
の
他
の
白
鳥
の
文
章
は
す
べ
て
同
全
集
を
使
用
。
旧
漢

字
は
新
漢
字
に
改
め
て
い
る
。
本
文
引
用
の
後
の
（

）
の
漢
数
字
は
「
夏
木
立
」
の
章
番

号
を
示
す
。

注q

竹
内
　
洋
『
立
身
出
世
主
義
・
・
近
代
日
本
の
ロ
マ
ン
と
欲
望
』（
日
本
放
送
出
版

協
会
　
平
成
九
・
一
一
）

w

『
東
京
遊
学
案
内
』
は
少
年
園
社
か
ら
明
治
二
三
年
か
ら
ほ
ぼ
年
一
回
の
割
合
で

発
行
さ
れ
て
い
る
。
白
鳥
は
「
国
民
之
友
」
と
と
も
に
「
少
年
園
」
を
講
読
し
て
お

り
、
同
誌
の
広
告
で
早
く
か
ら
そ
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
尚
、
白
鳥

が
上
京
す
る
直
前
の
明
治
二
八
年
度
版
『
東
京
遊
学
案
内
』
は
「
近
代
日
本
青
年
期

教
育
叢
書
」（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
　
平
成
四
・
七
）
の
一
冊
と
し
て
復
刻
さ
れ
て
い
る
。

e

正
宗
白
鳥
「
私
の
早
稲
田
時
代
」（「
早
稲
田
学
報
」
昭
二
六
・
一
○
）

r

正
宗
白
鳥
「
神
楽
坂
今
昔
」（「
新
潮
」
昭
二
七
・
一
）

t

「
夏
木
立
」
の
初
出
は
大
正
四
年
五
月
四
日
〜
七
月
一
五
日
ま
で
七
三
回
に
わ
た

り
「
福
岡
日
日
新
聞
」
に
連
載
。
初
版
は
大
正
五
年
一
二
月
一
日
『
夏
木
立
』
須
原

啓
興
社
刊
。
大
正
九
年
六
月
二
五
日
　
第
五
版
で
は
春
潮
社
よ
り
刊
。
函
入
。
大
正

一
○
年
九
月
の
新
潮
社
刊
の
『
白
鳥
傑
作
選
　
第
一
巻
』（
全
四
巻
）
に
も
収
録
さ
れ
て

い
る
。

y

中
林
良
雄
「
白
鳥
正
宗
忠
夫
伝
の
試
み
‥
‥
研
究
拾
遺
（
二
）」（「
論
叢
」
三
九
号

一
九
九
九
・
三
　
玉
川
大
学
）
は
、
白
鳥
の
東
京
専
門
学
校
時
代
の
伝
記
的
事
実
を
明

ら
か
に
し
、
小
説
「
夏
木
立
」
の
中
の
伝
記
的
な
部
分
を
詳
細
に
選
別
し
て
い
る
。

尚
、
西
洋
文
学
研
究
者
で
あ
る
氏
の
「
西
洋
文
学
の
受
容
史
の
た
め
の
一
つ
の
ケ
イ

ス
・
ス
タ
デ
ィ
ー
」
と
し
て
始
め
ら
れ
た
「
白
鳥
正
宗
忠
夫
伝
の
試
み
」
は
「
論
叢
」

誌
上
で
平
成
七
年
か
ら
続
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
正
確
で
詳
細
な
資
料
分
析
は
、
こ

れ
ま
で
の
白
鳥
伝
記
・
評
伝
類
の
な
か
で
は
比
類
の
な
い
ほ
ど
の
完
成
度
を
示
し
て

い
る
。
磯
佳
和
『
伝
記
考
証
　
若
き
日
の
正
宗
白
鳥
』（
三
弥
井
書
店
　
平
成
一
○
年
九

月
）
と
双
璧
を
成
す
。

u

中
村
真
一
郎
『
こ
の
百
年
の
小
説
‥
‥
人
生
と
文
学
と
』（
昭
四
九
　
新
潮
社
）
中

村
は
別
の
と
こ
ろ
で
白
鳥
は
小
説
を
書
く
の
に
「
身
体
を
張
っ
て
い
な
い
」
と
い
う

印
象
を
持
っ
た
と
し
て
「
白
鳥
の
、
形
式
主
義
と
も
い
ふ
べ
き
技
巧
的
構
成
的
作
品

を
読
ん
だ
時
、
私
は
白
鳥
が
彼
の
同
僚
た
ち
（
身
体
を
張
っ
て
い
る
自
然
主
義
作
家
た
ち
）

と
肌
合
い
を
微
妙
に
異
に
す
る
こ
と
を
、
い
ぶ
か
っ
た
の
だ
っ
た
。
私
は
寧
ろ
、
そ

の
頃
（
私
の
二
十
歳
頃
）
文
壇
の
中
心
に
立
ち
は
じ
め
て
い
た
横
光
利
一
の
作
風
な
ど

を
、
逆
に
連
想
し
た
。
そ
の
印
象
は
そ
の
長
編
『
夏
木
立
』
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て

決
定
的
に
な
っ
た
」（
新
潮
社
版
「
正
宗
白
鳥
全
集
」
月
報
　
附
録
第
一
○
号
　
昭
四
二
・

九
）
と
述
べ
て
い
る
。

i

古
田
義
範
「『
夏
木
立
』
論
考
‥
‥
正
宗
白
鳥
に
関
す
る
覚
え
書
　
そ
の
八
」（「
富

山
工
業
高
専
紀
要
」
第
二
二
巻

昭
六
三
・
三
）
古
田
は
、
中
村
の
「
エ
リ
ッ
ト
意
識
そ

の
も
の
に
反
撥
も
し
、
ま
た
自
分
の
能
力
に
も
疑
い
を
抱
い
て
、
恐
ら
く
『
無
用
者
』

と
し
て
の
不
遇
な
生
涯
に
踏
み
出
す
だ
ろ
う
」
と
い
う
主
人
公
へ
の
予
言
に
対
し
て

「
や
や
思
い
入
れ
の
混
入
し
た
精
読
」
と
し
て
退
け
て
い
る
。

o

松
原
新
一
は
「
明
治
二
十
九
年
と
い
う
年
を
、
私
は
白
鳥
に
と
っ
て
殊
に
重
要
な
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一
年
で
あ
っ
た
」
と
し
て
、「
神
と
い
う
絶
対
を
受
け
い
れ
る
べ
き
か
否
か
を
、
い
や

お
う
な
し
に
自
ら
選
択
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
、
辛
い
状
況
の
な
か
に
立
た
さ
れ

て
い
た
」
と
見
て
い
る
。（「
文
学
に
と
っ
て
思
想
と
は
な
に
か
」『
沈
黙
の
思
想
』
所
収

昭
四
一
・
六
　
講
談
社
）

!0

大
本
泉
「
大
正
五
年
の
正
宗
白
鳥
‥
‥
『
牛
部
屋
の
臭
ひ
』『
死
者
生
者
』
を
め
ぐ

っ
て
」（「
目
白
近
代
文
学
」
第
五
巻
　
昭
五
九
・
一
○
）

!1

瓜
生
清
「『
入
江
の
ほ
と
り
』
試
論
」（「
福
岡
教
育
大
学
紀
要
」
第
三
十
七
号
　
昭
和
六

三
）

!2

現
代
日
本
文
学
全
集
　
第
二
一
巻
『
正
宗
白
鳥
集
』
自
筆
年
譜
（
昭
四
・
二
　
改
造

社
）

!3

明
治
二
九
年
の
第
八
回
基
督
教
夏
期
学
校
は
七
月
七
日
か
ら
一
七
日
に
興
津
で
開

催
さ
れ
て
い
る
。
白
鳥
は
「
内
村
鑑
三
」（
昭
二
四
・
四
）
で
も
こ
の
夏
期
学
校
の
事

に
触
れ
て
い
る
が
、
晩
年
に
も
、「
私
は
こ
れ
こ
そ
（
内
村
鑑
三
の
講
演
を
）、
見
の
が

す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
、
き
き
の
が
す
べ
か
ら
ず
も
の
と
し
て
帰
省
の
途
中
、
そ
の
興

津
に
立
ち
寄
る
こ
と
に
し
た
」（「
生
き
る
と
い
ふ
こ
と
」
昭
三
三
・
一
）
と
回
想
し
て
い

る
。
因
み
に
、
内
村
鑑
三
の
『
後
世
へ
の
最
大
遺
物
』
は
第
六
回
夏
期
学
校
（
明
治

二
七
年
）
の
講
演
録
で
あ
る
。

!4

吉
見
俊
哉
は
「
一
八
八
○
年
代
後
半
か
ら
九
○
年
代
前
半
に
か
け
て
普
及
し
て
い

っ
た
〈
運
動
会
〉
は
、
し
か
し
ま
だ
〈
遠
足
〉
や
〈
行
軍
〉
と
ま
っ
た
く
区
別
で
き

な
い
も
の
」
で
、
そ
の
実
施
場
所
は
「
海
辺
や
川
原
、
丘
、
神
社
の
境
内
で
あ
り
、

内
容
も
行
進
を
主
体
と
す
る
〈
遠
足
遊
戯
〉
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い

る
。（『
運
動
会
と
日
本
近
代
』
一
九
九
九
・
一
二
　
青
弓
社
）

守
屋
猛
た
ち
も
早
稲
田

か
ら
隅
田
川
ま
で
唄
い
な
が
ら
誇
ら
し
げ
に
行
進
し
て
い
る
。
そ
し
て
運
動
競
技
そ

の
も
の
に
興
味
の
な
い
「
私
」
は
余
興
と
し
て
行
わ
れ
た
演
劇
を
観
て
い
る
。
こ
の

行
進
と
余
興
が
後
の
前
夜
祭
、
大
学
祭
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。

!5

当
時
、「
読
書
生
は
大
抵
同
時
に
旅
行
家
」（
柳
田
国
男
）
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
ほ

ど
で
あ
っ
た
。
書
生
た
ち
の
徒
歩
旅
行
を
容
易
に
し
た
の
は
鉄
道
網
の
拡
充
が
あ
っ

た
。
守
屋
猛
た
ち
も
、
鉄
道
を
利
用
し
た
遠
足
（
徒
歩
旅
行
）
を
行
っ
て
い
る
。（
拙

稿
「〈
好
奇
心
の
拡
張
〉
す
る
時
代
」『
明
治
文
芸
館
Ⅲ
』
平
成
一
六
・
三
　
嵯
峨
野
書
院
）

!6

主
人
公
の
「
私
」
・
守
屋
猛
は
上
京
前
に
す
で
に
「
二
三
年
前
か
ら
隣
村
の
牧
師

に
つ
い
て
、
基
督
教
の
教
理
を
聞
い
て
聖
書
を
も
読
ん
で
ゐ
た
」
と
し
か
記
さ
れ
て

な
い
が
、
正
宗
白
鳥
は
徳
富
蘇
峰
の
「
国
民
之
友
」
を
愛
読
し
、
同
誌
で
キ
リ
ス
ト

教
と
い
う
宗
教
を
知
り
、
岡
山
の
微
陽
学
院
（
院
長
・
安
倍
磯
雄
）
で
基
督
教
と
英
語

を
学
び
、
上
京
前
の
一
年
間
は
内
村
鑑
三
の
著
書
に
熱
中
し
、
上
京
後
に
植
村
正
久

に
洗
礼
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
白
鳥
の
「
キ
リ
ス
ト
教
体
験
」
は
近
代
日
本
の
キ
リ

ス
ト
教
を
形
成
し
た
「
熊
本
バ
ン
ド
」（
蘇
峰
、
安
倍
磯
雄
、
組
合
教
会
、
同
志
社
）
、

「
札
幌
バ
ン
ド
」（
内
村
鑑
三
）、「
横
浜
バ
ン
ド
」（
植
村
正
久
・
日
本
基
督
教
会
）
と
い

う
三
つ
の
源
流
が
白
鳥
の
体
験
の
な
か
で
見
事
に
合
流
（
信
仰
や
思
想
と
し
て
で
は
な

く
、
人
間
模
様
と
し
て
）
し
て
い
る
。

!7

隅
谷
三
喜
男
『
日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
史
論
』（
新
教
出
版
社
　
昭
五
八
）

!8

「
私
」
が
吉
田
の
郷
里
を
訪
問
し
、
吉
田
が
「
虎
列
拉
」
で
死
ん
だ
こ
と
を
村
人

か
ら
聞
き
、
か
れ
の
実
家
を
目
の
前
に
し
て
「
そ
ん
な
悪
病
の
巣
へ
近
寄
る
気
」
に

な
れ
ず
「
吉
田
の
薄
運
を
憐
む
と
共
に
、
自
分
が
遅
く
訪
問
し
た
ゝ
め
に
伝
染
の
危

険
を
免
れ
た
こ
と
を
喜
ん
だ
」（
七
）
と
あ
る
。
吉
田
の
死
は
重
た
い
が
自
分
の
身
も

大
事
な
の
だ
。
尚
、
吉
田
の
性
格
づ
け
に
関
し
て
は
三
浦
敦
子
「
正
宗
白
鳥
の
キ
リ

ス
ト
教
棄
教
に
つ
い
て
・
・
・
小
説
『
夏
木
立
』
を
中
心
に
」（「
キ
リ
ス
ト
教
文
学
」

日
本
キ
リ
ス
ト
教
文
学
会
九
州
支
部
　
第
四
号
　
昭
五
九
・
六
）
が
詳
し
い
。
特
に
、
行
き

場
を
失
っ
た
吉
田
が
郷
里
へ
逃
げ
帰
る
前
に
日
曜
礼
拝
に
現
れ
牧
師
の
話
を
熱
心
に

聴
い
て
い
る
描
写
を
捉
え
「
す
で
に
吉
田
に
は
戻
り
得
ぬ
世
界
で
あ
る
が
、
吉
田
の

行
動
に
は
彼
を
受
け
入
れ
て
く
れ
た
者
へ
の
深
い
思
い
が
感
ぜ
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
」

と
性
格
の
一
面
か
ら
吉
田
を
救
っ
て
い
る
。

!9

隅
谷
三
喜
男
『
近
代
日
本
の
形
成
と
キ
リ
ス
ト
教
』（
新
教
出
版
社
　
昭
二
五
）
前
掲

の
著
書
と
共
に
こ
の
書
は
『
隅
谷
三
喜
男
著
作
集
・
第
八
巻
』（
岩
波
書
店
　
平
成
一

五
・
一
一
）
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

@0

石
田
忠
彦
「〈
信
〉
の
深
層
・
断
層
」（「
叙
説
」
巻
七
　
平
成
五
・
一
）

@1

こ
の
岡
山
孤
児
院
の
奇
蹟
の
話
は
「
内
村
鑑
三
」（
昭
二
四
・
四
）
や
「
不
徹
底
な

る
生
涯
」（
昭
二
三
・
五
）
等
で
も
回
想
さ
れ
て
い
る
。
岡
山
孤
児
院
は
社
会
福
祉
の

父
と
呼
ば
れ
る
石
井
十
次
に
よ
っ
て
設
立
。
白
鳥
も
一
時
期
石
井
の
聖
書
講
義
を
受

け
て
い
る
。

@2

元
弘
三
（
一
三
三
三
）
年
、
鎌
倉
攻
め
に
参
じ
た
新
田
義
貞
は
切
通
し
か
ら
の
攻
め

に
苦
戦
し
て
い
た
が
、
意
表
を
つ
き
稲
村
ヶ
崎
の
海
岸
か
ら
攻
め
る
こ
と
に
。
海
岸

は
馬
で
通
る
に
は
深
く
、
義
貞
は
黄
金
の
剣
を
海
に
投
じ
て
龍
神
に
戦
勝
を
祈
願
。
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す
る
と
た
ち
ま
ち
潮
が
引
き
始
め
る
。
義
貞
は
潮
の
干
満
を
利
用
し
た
の
だ
が
、
山

国
育
ち
の
新
田
軍
の
兵
士
た
ち
は
、
潮
の
引
い
た
の
に
驚
き
、
戦
意
を
鼓
舞
さ
れ
鎌

倉
に
攻
入
っ
た
、
と
い
う
挿
話
。

@3

正
宗
白
鳥
「
景
教
の
研
究
」（「
文
芸
」
昭
一
七
・
一
一
）

白
鳥
は
最
晩
年
に
も
同

じ
よ
う
な
感
慨
を
講
演
で
次
の
よ
う
に
吐
露
し
て
い
る
。「
僕
は
キ
リ
ス
ト
教
信
者
、

田
舎
の
、
世
を
捨
て
て
市
井
を
超
脱
し
て
ゐ
る
や
う
な
、
夢
を
も
つ
て
ゐ
る
人
を
い

く
た
り
も
知
つ
て
い
る
。
さ
う
い
ふ
や
う
な
境
地
に
自
分
は
な
れ
な
い
、
な
る
な
に

を
も
つ
て
生
ま
れ
て
ゐ
な
い
。
か
へ
つ
て
へ
ん
な
知
識
を
も
つ
て
き
た
の
が
悪
か
つ

た
の
か
、
小
説
類
を
読
ん
だ
の
が
害
に
な
つ
た
の
か
。（
略
）
自
分
で
偉
さ
う
な
考
へ

を
も
た
な
い
で
、
そ
こ
ら
の
凡
人
と
同
じ
や
う
な
身
に
な
つ
た
と
こ
ろ
に
、
ほ
ん
た

う
の
天
国
の
光
が
く
る
ん
ぢ
や
な
い
か
と
い
ふ
こ
と
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
ん
で

す
。」（「
文
学
生
活
の
六
十
年
」〔
講
演
〕
・
「
中
央
公
論
」
昭
三
七
・
一
二
）

（
編
集
者
）
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