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序

夏
目
漱
石
に
よ
る
短
篇
小
説
「
趣
味
の
遺
伝
」
は
一
九
〇
六
（
明
治
三
九
）
年
一
月

に
「
帝
国
文
学
」
に
掲
載
さ
れ
、
同
年
五
月
に
大
倉
書
店
・
服
部
書
店
よ
り
刊
行
さ

れ
た
『
漾
虚
集
』
に
収
め
ら
れ
た
。

漱
石
は
高
浜
虚
子
宛
書
簡
に
「
是
は
六
十
四
枚
ば
か
り
。
実
は
も
つ
と
か
ゝ
ん
と

い
け
な
い
が
時
が
出
な
い
か
ら
あ
と
を
省
略
し
ま
し
た
。
夫
で
頭
の
か
つ
た
変
物
が

出
来
ま
し
た①
」
と
書
い
て
お
り
、作
品
が
発
表
さ
れ
た
直
後
の
一
九
〇
六
（
明
治
三
九
）

年
一
月
一
六
日
付
の
皆
川
正
禧
宛
書
簡
に
は
「
結
末
の
一
気
呵
成
の
所
を
ほ
め
て
下

さ
れ
た
の
は
望
外
の
幸
福
と
存
候
。
実
は
時
間
が
た
り
な
く
て
、
か
け
な
か
つ
た
の

で
す
、
仕
舞
を
も
つ
と
か
ゝ
ん
と
、
前
の
詳
細
な
叙
述
な
比
例
を
失
す
る
様
に
思
ひ

ま
す②
」
と
作
品
の
均
整
を
失
す
る
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
森
田
草
平

宛
書
簡
に
も
「
あ
れ
は
頗
る
比
例
と
い
ふ
点
か
ら
云
つ
て
は
丸
駄
目
の
作
で
あ
る③
」

と
、
作
品
の
叙
述
の
比
例
と
い
う
点
に
問
題
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

「
趣
味
の
遺
伝
」
が
掲
載
さ
れ
た
翌
月
に
は
、
い
く
つ
か
の
評
論④
が
あ
り
、
そ
の
あ

と
様
々
な
角
度⑤
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
漱
石
自
身
の
言
説
を
切
り
口
に
す
る
先
行

研
究
で
は
、
小
宮
豊
隆
が
「
漱
石
自
身
言
っ
て
ゐ
る
通
り
、
首
尾
の
比
例
の
と
れ
な

い
、
芸
術
的
に
は
失
敗
の
作
品
と
な
っ
て
し
ま
つ
た⑥
」、
大
岡
昇
平
も
「
漱
石
が
あ
と

「
五
六
十
枚
」
書
け
る
と
し
た
内
容
に
は
、郵
便
局
で
あ
っ
た
時
の
詳
細
は
欠
か
せ
な

い
は
ず
で
す
。
浩
さ
ん
の
日
記
で
は
、こ
こ
は
わ
ざ
と
消
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、

も
う
一
人
の
当
事
者
で
あ
る
謎
の
女
か
ら
語
ら
れ
な
け
れ
ば
、
一
篇
小
説
と
し
て
も

不
備
で
し
ょ
う⑦
」、
ま
た
、
斉
藤
恵
子
も
「
戦
争
の
主
題
と
愛
の
主
題
は
、
漱
石
の
中

で
、
分
裂
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
意
図
と
し
て
は
、
緊
密
に
結
び
つ
き
、
愛
の
物

語
も
、
戦
争
の
場
面
に
匹
敵
す
る
規
模
で
、
漱
石
の
頭
に
は
用
意
さ
れ
て
い
た
。
し

か
し
書
き
出
し
て
み
る
と
、
時
間
も
足
り
な
く
な
り
、
結
局
、
尻
切
れ
と
ん
ぼ
の
感

を
残
し
て
、『
趣
味
の
遺
伝
』
は
終
っ
て
し
ま
っ
た
。
前
後
の
比
例
を
失
し
た
ま
ま

終
っ
た
の
は
、
単
に
時
間
の
不
足
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
漱
石
の
う
ち
に
「
戦
争
と

い
う
状
況
に
つ
い
て
、
書
き
た
い
衝
動
が
そ
れ
だ
け
強
か
っ
た
」
と
い
う
の
が
真
実

だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か⑧
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
が
「
趣
味
の
遺
伝
」
を
失
敗

作
で
あ
る
と
評
し
て
い
る
。

一
方
で
、山
崎
甲
一
は
「
漱
石
が
「
丸
駄
目
」
と
く
り
返
し
問
題
に
す
る
点
は
「
叙

述
の
比
例
」
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
な
い
」
と
指
摘
し
、「
手
紙
で
言
う
「
省
略
」
も
作

品
で
言
う
「
端
折
」
り
も
、こ
の
小
説
の
実
質
的
な
「
主
人
公
」
で
あ
る
「
余
」
の
造

型
と
密
接
に
関
わ
っ
て
出
て
い
る
問
題
な
の
で
あ
る⑨
」
と
し
て
、
作
者
自
身
が
「
頭
の

か
つ
た
変
物
」「
比
例
を
失
す
る
」
と
認
め
て
は
い
る
も
の
の
、
作
品
は
「
省
略
の
許

せ
る
限
度
内
に
於
い
て
「
省
略
し
ま
し
た
」
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

漱
石
が
書
簡
の
中
で
、
執
筆
時
間
の
不
足
と
小
説
後
半
の
描
写
の
省
略
、
そ
し
て

そ
れ
に
伴
う
小
説
前
後
の
不
均
衡
を
伝
え
て
い
る
。
し
か
し
、
作
者
は
作
品
の
叙
述

に
関
す
る
問
題
点
を
挙
げ
つ
つ
も
そ
の
展
開
や
主
題
に
お
い
て
難
点
を
示
し
て
は
い

な
い
。
そ
れ
は
、
前
後
の
描
写
に
お
け
る
均
整
を
失
し
た
本
作
を
そ
れ
以
外
の
点
で

夏
目
漱
石
「
趣
味
の
遺
伝
」
論

―
「
余
」
が
流
し
た
「
涙
」

―

黄　
　
　

倩　
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は
一
定
の
完
成
を
み
た
も
の
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本

稿
で
は
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
作
品
の
考
察
を
行
い
た
い
。
そ
の
た
め
に
、
語
り
手

で
あ
る
「
余
」
が
自
ら
流
し
た
と
語
る
「
涙
」
に
着
眼
す
る
。
物
語
前
半
に
お
い
て

彼
が
将
軍
と
軍
曹
を
見
て
流
し
た
「
涙
」
と
後
半
に
現
れ
る
浩
一
の
母
と
お
嬢
さ
ん

を
見
て
流
し
た
「
涙
」
を
分
析
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
「
余
」
が
受
け
た
感
動
へ

の
考
察
を
通
じ
て
作
品
に
通
底
す
る
主
題
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一

「
趣
味
の
遺
伝
」
の
冒
頭
で
、語
り
手
の
「
余
」
は
戦
場
の
「
空
想
に
耽
り
な
が
ら

い
つ
し
か
新
橋
へ
来
」
る
。
新
橋
停
車
場
で
は
凱
旋
を
歓
迎
す
る
人
々
を
見
て
「
犬

に
食
ひ
残
さ
れ
た
者
の
家
族
」
と
考
え
る
。「
余
」
が
冒
頭
の
「
空
想
」
で
思
い
描
い

て
い
る
の
は
、
日
露
戦
争
の
印
象
で
あ
る
。

陽
気
の
所
為
で
神
も
気
違
に
な
る
。「
人
を
屠
り
て
餓
え
た
る
犬
を
救
へ
」と

雲
の
裡
よ
り
叫
ぶ
声
が
、
逆
し
ま
に
日
本
海
を
撼
か
し
て
満
洲
の
果
迄
響
き
渡

つ
た
時
、
日
人
と
露
人
は
は
つ
と
応
へ
て
百
里
に
余
る
一
大
屠
場
を
朔
北
の
野

に
開
い
た
。
す
る
と
渺
々
た
る
平
原
の
尽
く
る
下
よ
り
、
眼
に
あ
ま
る

狗
の

群
が
、
腥
き
風
を
横
に
截
り
縦
に
裂
い
て
、
四
つ
足
の
銃
丸
を
一
度
に
打
ち
出

し
た
様
に
飛
ん
で
来
た
。
狂
へ
る
神
が
小
躍
り
し
て
「
血
を
啜
れ
」
と
云
ふ
を

合
図
に
、
ぺ
ら
〳
〵
と
吐
く
焔
の
舌
は
暗
き
大
地
を
照
ら
し
て
咽
喉
を
越
す
血

潮
の
湧
き
返
る
音
が
聞
え
た
。
今
度
は
黒
雲
の
端
を
踏
み
鳴
ら
し
て
「
肉
を
食

へ
」
と
神
が
号
ぶ
と
「
肉
を
食
へ
！
肉
を
食
へ
！
」
と
犬
共
も
一
度
に
咆
え
立

て
る
。
や
が
て
め
り
〳
〵
と
腕
を
食
ひ
切
る
、
深
い
口
を
あ
け
て
耳
の
根
迄
胴

に
か
ぶ
り
付
く
、
一
つ
の
脛
を
啣
へ
て
左
右
か
ら
引
き
合
ふ
。
漸
く
の
事
肉
は

大
半
平
げ
た
と
思
ふ
と
、又
羃
々
た
る
雲
を
貫
ぬ
い
て
恐
し
い
神
の
声
が
し
た
。

「
肉
の
後
に
は
骨
を
し
や
ぶ
れ
」と
云
ふ
。
す
は
こ
そ
骨
だ
。
犬
の
歯
は
肉
よ
り

も
骨
を
嚙
む
に
適
し
て
居
る
。
狂
ふ
神
の
作
つ
た
犬
に
は
狂
つ
た
道
具
が
具
は

つ
て
居
る
。
今
日
の
振
舞
を
予
期
し
て
工
夫
し
て
呉
れ
た
歯
ぢ
や
。
鳴
ら
せ
鳴

ら
せ
と
牙
を
鳴
ら
し
て
骨
に
か
ゝ
る
。
あ
る
者
は
摧
い
て
髄
を
吸
ひ
、
あ
る
者

は
砕
い
て
地
に
塗
る
。
歯
の
立
た
ぬ
者
は
横
に
こ
い
て
牙
を
磨
ぐ
。
…
…

「
余
」
は
「
書
斎
以
外
に
如
何
な
る
出
来
事
が
起
る
か
知
ら
ん
で
も
済
む
天
下
の
逸

民
で
あ
る
」
と
公
言
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
世
間
と
断
絶
し
て
い
る
中
で
「
平
生

戦
争
の
事
は
新
聞
で
読
ま
ん
で
も
な
い
、又
其
状
況
は
詩
的
に
想
像
せ
ん
で
も
な
い
」

と
述
べ
て
お
り
、
冒
頭
の
日
露
戦
争
に
対
す
る
印
象
も
そ
の
よ
う
に
し
て
思
い
描
か

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
冒
頭
で
の
「
空
想
」
と
は
別
に
、
作
品
の
中
で

「
余
」
は
「
高
等
学
校
時
代
」
か
ら
の
親
友
で
あ
っ
た
浩
一
が
戦
死
す
る
場
面
も
想
像

に
よ
っ
て
語
っ
て
い
る
。
そ
の
場
面
に
関
し
て
、「
塹
壕
に
飛
び
込
ん
だ
者
は
向
へ
渡

す
為
に
飛
び
込
ん
だ
の
で
は
な
い
。
死
ぬ
為
め
に
飛
び
込
ん
だ
の
で
あ
る
」
と
い
う

一
文
が
あ
る
。
そ
れ
は
、冒
頭
の
「
陽
気
の
所
為
で
神
も
気
違
に
な
る
。「
人
を
屠
り

て
餓
え
た
る
犬
を
救
へ
」
と
雲
の
裡
よ
り
叫
ぶ
声
が
、
逆
し
ま
に
日
本
海
を
撼
か
し

て
満
洲
の
果
迄
響
き
渡
つ
た
時
、
日
人
と
露
人
は
は
つ
と
応
へ
て
百
里
に
余
る
一
大

屠
場
を
朔
北
の
野
に
開
い
た
」
と
の
描
写
と
照
応
し
て
い
る
。
ま
た
、
浩
一
が
戦
死

す
る
場
面
に
は
「
穹
窖
よ
り
覘
を
定
め
て
打
ち
出
す
機
関
砲
は
、

を
引
い
て
竹
垣

の
側
面
を
走
ら
す
時
の
音
が
し
て
瞬
く
間
に
彼
等
を
射
殺
し
た
」
と
も
あ
る
が
、
そ

れ
も
先
の
「
空
想
」
の
「
渺
々
た
る
平
原
の
尽
く
る
下
よ
り
、
眼
に
あ
ま
る

狗
の

群
が
、
腥
き
風
を
横
に
截
り
縦
に
裂
い
て
、
四
つ
足
の
銃
丸
を
一
度
に
打
ち
出
し
た

様
に
飛
ん
で
来
た
」
と
い
う
一
文
と
呼
応
し
て
い
る
。

冒
頭
の
「
空
想
」
と
後
の
浩
一
の
戦
死
の
場
面
に
お
い
て
、「
詩
的
」
で
あ
る
前
者

に
対
し
て
後
者
は
よ
り
現
実
的
で
生
々
し
い
。
た
だ
し
、
両
者
に
共
通
し
て
い
る
の

は
、戦
場
で
人
々
が
生
き
残
る
た
め
に
闘
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、た
だ
死
に
向
か
っ
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て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
死
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
が「
余
」

の
戦
場
に
対
す
る
理
解
で
あ
ろ
う
。

ス
テ
ッ
セ
ル
は
降
つ
た
。
講
和
は
成
立
し
た
。
将
軍
は
凱
旋
し
た
。
兵
隊
も
歓

迎
さ
れ
た
。
然
し
浩
さ
ん
は
ま
だ
坑
か
ら
上
つ
て
来
な
い
。
図
ら
ず
新
橋
へ
行
つ

て
色
の
黒
い
将
軍
を
見
、
色
の
黒
い
軍
曹
を
見
、
脊
の
低
い
軍
曹
の
御
母
さ
ん
を

見
て
涙
迄
流
し
て
愉
快
に
感
じ
た
。

戦
場
は
一
般
の
兵
士
に
と
っ
て
死
地
で
あ
る
。「
余
」
は
そ
こ
か
ら
帰
還
し
た
「
黒

い
将
軍
を
見
、
色
の
黒
い
軍
曹
を
見
」、
ま
た
「
脊
の
低
い
軍
曹
の
御
母
さ
ん
を
見
」

て
、「
涙
迄
流
し
て
愉
快
に
感
じ
」
て
い
る
。
彼
が
凱
旋
す
る
将
軍
と
軍
曹
を
見
て
、

「
愉
快
に
感
じ
」
た
も
の
と
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

咄
喊
は
此
よ
く
せ
き

0

0

0

0

を
煎
じ
詰
め
て
、
煮
詰
め
て
缶
詰
め
に
し
た
声
で
あ
る
。

死
ぬ
か
、
生
き
る
か
娑
婆
か
地
獄
か
と
云
ふ
際
ど
い
針
線
の
上
に
立
つ
て
身
震
ひ

を
す
る
と
き
自
然
と
横
膈
膜
の
底
か
ら
湧
き
上
が
る
至
誠
の
声
で
あ
る
。
助
け
て

0

0

0

呉
れ

0

0

と
云
ふ
う
ち
に
誠
は
あ
ら
う
、
殺
す
ぞ

0

0

0

と
叫
ぶ
う
ち
に
も
誠
は
な
い
事
も
あ

る
ま
い
。
然
し
意
味
の
通
ず
る
丈
其
丈
誠
の
度
は
少
な
い
。
意
味
の
通
ず
る
言
葉

を
使
ふ
丈
の
余
裕
分
別
の
あ
る
う
ち
は
一
心
不
乱
の
至
境
に
達
し
た
と
は
申
さ
れ

ぬ
。
咄
喊
に
は
こ
ん
な
人
間
的
な
分
子
は
交
つ
て
居
ら
ん
。
ワ
ー
と
云
ふ
の
で
あ

る
。
此
ワ
ー
に
は
厭
味
も
な
け
れ
ば
思
慮
も
な
い
。
理
も
な
け
れ
ば
非
も
な
い
。

詐
り
も
な
け
れ
ば
懸
引
も
な
い
。
徹
頭
徹
尾
ワ
ー
で
あ
る
。
結
晶
し
た
精
神
が
一

度
に
破
裂
し
て
上
下
四
囲
の
空
気
を
震
盪
さ
し
て
ワ
ー
と
鳴
る
。
万
歳

0

0

の
助
け
て

0

0

0

呉
れ

0

0

の
殺
す
ぞ

0

0

0

の
と
そ
ん
な
け
ち
な
意
味
を
有
し
て
は
居
ら
ぬ
。
ワ
ー
其
物
が
直

ち
に
精
神
で
あ
る
。
霊
で
あ
る
。
人
間
で
あ
る
。
誠
で
あ
る
。
而
し
て
人
界
崇
高

の
感
は
耳
を
傾
け
て
此
誠
を
聴
き
得
た
る
時
に
始
め
て
享
受
し
得
る
と
思
ふ
。
耳

を
傾
け
て
数
十
人
、
数
百
人
、
数
千
数
万
人
の
誠
を
一
度
0

0

に
聴
き
得
た
る
時
に
此

崇
高
の
感
は
始
め
て
無
上
絶
大
の
玄
境
に
入
る
。

―
余
が
将
軍
を
見
て
流
し
た

涼
し
い
涙
は
此
玄
境
の
反
応
だ
ろ
う
。

戦
争
が
続
い
て
も
「
戦
争
ら
し
い
感
じ
が
し
な
い
」
と
語
る
「
気
楽
な
人
間
」
で

あ
る
「
余
」
は
、
凱
旋
し
た
将
軍
を
見
て
、「
満
州
の
大
野
を
蔽
ふ
大
戦
争
の
光
景
」

を
「
脳
裏
に
描
出
」
す
る
。
凱
旋
し
た
兵
士
た
ち
を
包
む
「
万
歳
」
の
声
は
「
満
州

の
野
に
起
つ
た
咄
喊
の
反
響
」
と
し
て
「
余
」
の
胸
を
打
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
万

歳
の
意
義
は
字
の
如
く
読
ん
で
万
歳
に
過
ぎ
ん
が
咄
喊
と
な
る
と
大
分
趣
が
違
ふ
。

咄
喊
は
ワ
ー
と
云
ふ
だ
け
で
万
歳
の
様
に
意
味
も
何
も
な
い
。
然
し
其
意
味
の
な
い

所
に
大
変
な
深
い
情
が
籠
っ
て
」
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
「
余
」
は
「
咄
喊
」
と
は

「
死
ぬ
か
、生
き
る
か
娑
婆
か
地
獄
か
と
云
ふ
際
ど
い
針
線
の
上
に
立
つ
て
身
震
ひ
を

す
る
と
き
自
然
と
横
膈
膜
の
底
か
ら
湧
き
上
が
る
至
誠
の
声
」
だ
と
考
え
て
い
る
。

彼
に
よ
る
と
人
間
は
「
一
日
二
十
四
時
間
の
う
ち
二
十
三
時
間
五
十
五
分
迄
は
皆
意

味
の
あ
る
言
葉
を
使
つ
」
て
い
て
、戦
場
で
も
「
助
け
て
呉
れ
」、「
殺
す
ぞ
」
と
い
っ

た
意
味
を
通
ず
る
為
の
言
葉
を
用
い
て
い
る
。「
然
し
意
味
の
通
ず
る
丈
其
丈
誠
の
度

は
少
な
」
い
。「
件
の
な
い
の
に
意
味
の
分
ら
ぬ
音
声
を
出
す
の
は
尋
常
で
は
な
い
。

出
し
て
も
用
の
足
り
ぬ
声
を
使
ふ
の
は
経
済
主
義
か
ら
云
ふ
て
も
功
利
主
義
か
ら

云
っ
て
も
割
に
合
わ
ぬ
」
に
決
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
戦
場
で
使
う
「
助
け
て
呉

れ
」
と
か
、「
殺
す
ぞ
」
な
ど
の
意
味
が
あ
る
言
葉
は
「
経
済
主
義
」
的
、「
功
利
主

義
」
的
と
さ
れ
る
。

そ
う
し
た
言
葉
に
対
し
て
、「
余
」
は
「
咄
喊
」
が
、「
ワ
ー
」
だ
け
で
「
厭
味
も

な
け
れ
ば
思
慮
も
な
い
。
理
も
な
け
れ
ば
非
も
な
い
。
詐
り
も
な
け
れ
ば
懸
引
も
な

い
」
も
の
で
あ
り
、
意
味
の
な
い
叫
び
こ
そ
が
「
精
神
で
あ
る
。
霊
で
あ
る
。
人
間

で
あ
る
。
誠
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
の
な
い
叫
び
こ
そ
が
む
し
ろ

人
間
心
の
奥
で
隠
し
た
真

な
感
情
を
反
映
す
る
の
で
あ
る
。
将
軍
が
「
耳
を
傾
け
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「
趣
味
の
遺
伝
」
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て
数
十
人
、
数
百
人
、
数
千
数
万
人
の
誠
を
一
度
に
聴
き
得
た
る
」
時
、「
こ
の
崇
高

の
感
は
始
め
て
無
上
絶
大
の
玄
境
に
入
」
る
。「
余
」
は
戦
争
を
代
表
す
る
将
軍
の
姿

を
通
し
て
、
人
間
偽
り
の
な
い
真
心
を
反
映
す
る
玄
境
の
風
景
を
脳
裏
に
描
写
し
得

た
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
余
」
に
よ
る
と
、
兵
士
た
ち
は
戦
場
に
お
い
て
最
前
線
で
敵

と
対
峙
し
、
国
の
た
め
に
戦
う
と
き
、「
日
本
の
精
神
を
代
表
」
し
て
い
る
の
だ
と
い

う
。
そ
の
う
え
、
彼
等
は
「
日
本
の
精
神
を
代
表
す
る
の
み
な
ら
ず
、
広
く
人
類
一

般
の
精
神
を
代
表
」
し
て
い
る
人
物
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
彼
が
言
う
「
広
く
人

類
一
般
の
精
神
」
と
は
、「
経
済
主
義
」
的
、「
功
利
主
義
」
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、

人
間
の
「
誠
」
の
感
情
そ
の
も
の
で
あ
る
。

群
衆
か
ら
見
て
、凱
旋
し
て
き
た
戦
士
た
ち
は
敵
と
戦
い
勝
利
し
た
英
雄
で
あ
り
、

ま
さ
に
「
日
本
の
精
神
を
代
表
」
す
る
も
の
と
映
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
彼
等

の
勝
利
を
見
て
、
歓
迎
に
や
っ
て
来
た
人
々
は
意
義
の
あ
る
「
万
歳
」
と
い
う
言
葉

を
使
う
。
し
か
し
、
軍
曹
の
母
の
よ
う
に
肉
親
を
迎
え
に
き
た
人
々
に
と
っ
て
事
情

は
異
な
っ
て
い
る
。
肉
親
を
求
め
る
軍
曹
の
母
は
肉
親
を
見
て
「
万
歳
な
ど
に
は
毫

も
耳
を
借
す
景
色
は
な
い
」
の
で
あ
る
。
そ
の
様
子
を
捉
え
た
「
余
」
の
万
歳
が
止

ま
っ
た
の
は
、
彼
が
彼
女
の
中
に
も
人
間
の
真
情
を
見
出
し
、
周
囲
の
人
々
と
の
格

差
に
思
い
至
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。「
余
」の
心
は
も
は
や
政
治
的
経
済
的
立
場

か
ら
問
題
を
観
よ
う
と
す
る
「
群
衆
」
で
は
な
く
、
軍
曹
の
母
の
よ
う
に
肉
親
を
迎

え
に
き
た
人
々
に
寄
り
添
っ
て
い
る
。「
余
」
は
「
図
ら
ず
新
橋
へ
行
」
っ
た
こ
と
で

人
間
の
「
誠
」
を
代
表
し
て
い
る
将
軍
と
軍
曹
の
姿
を
見
て
感
動
し
た
。
そ
し
て
、

肉
親
を
求
め
て
や
っ
て
来
た
「
脊
の
低
い
軍
曹
の
御
母
さ
ん
」
を
通
じ
て
人
情
の

「
誠
」
を
確
か
め
て
い
て
、「
愉
快
」
に
感
じ
涙
ま
で
流
し
て
い
た
。

二
余
は
色
の
黒
い
将
軍
を
見
た
。
婆
さ
ん
が
ぶ
ら
下
が
る
軍
曹
を
見
た
。
ワ
ー

と
云
ふ
歓
迎
の
声
を
聞
い
た
。
さ
う
し
て
涙
を
流
し
た
。
浩
さ
ん
は
塹
壕
へ
飛

び
込
ん
だ
き
り
上
つ
て
来
な
い
。
誰
も
浩
さ
ん
を
迎
に
出
た
も
の
は
な
い
。
天

下
に
浩
さ
ん
の
事
を
思
つ
て
居
る
も
の
は
此
御
母
さ
ん
と
此
御
嬢
さ
ん
許
り
で

あ
ら
う
。
余
は
此
両
人
の
睦
ま
じ
き
様
を
目
撃
す
る
度
に
、
将
軍
を
見
た
時
よ

り
も
、
軍
曹
を
見
た
時
よ
り
も
、
清
き
涼
し
き
涙
を
流
す
。
博
士
は
何
も
知
ら

ぬ
ら
し
い
。

作
品
の
終
局
で
「
余
」
は
、
浩
一
の
母
と
御
嬢
さ
ん
の
姿
を
目
に
し
た
時
に
「
広

く
人
類
一
般
の
精
神
」
を
代
表
す
る
将
軍
や
軍
曹
を
見
た
よ
り
も
「
清
き
涼
し
き
涙

を
流
」
し
た
と
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
二
人
を
見
て
、「
余
」
が
何
を
感
じ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
に
深
く
関
係
し
て
い
る
浩
一
の
人
物
像

か
ら
分
析
し
て
行
き
た
い
。

浩
一
は
「
余
」
が
「
高
等
学
校
時
代
」
か
ら
親
し
い
付
き
合
い
の
あ
る
一
人
で
あ
っ

た
。「
余
」の
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と「
浩
一
さ
ん
の
家
は
紀
州
の
藩
士
」で
あ
っ
た
が
、

「
江
戸
詰
で
代
々
こ
ち
ら
で
暮
ら
し
た
」
と
い
う
。
ま
た
、家
令
か
ら
は
浩
一
の
祖
父
が

「
留
守
居
」
を
務
め
、
父
親
は
「
江
戸
詰
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

江
戸
期
に
は
「
大
名
諸
家
に
は
通
常
二
種
類
の
留
守
居
な
る
役
職⑩
」
が
あ
っ
た
。

一
つ
は
、「
大
名
不
在
の
際
に
居
城
や
江
戸
屋
敷
の
守
衛
・
統
括
を
主
務
と
す
る
軍
職

で
あ
り
、
家
老
・
重
臣
と
い
っ
た
上
席
者
が
任
ぜ
ら
れ
る
の
を
通
例⑪
」
と
し
て
い
た
。

も
う
一
つ
は
「
幕
府
や
他
の
大
名
諸
家
と
の
交
渉
・
連
絡
を
専
門
職
務
と
す
る
非
軍

事
的
な
外
交
官⑫
」
で
あ
る
。
ま
た
、近
世
中
期
ご
ろ
に
な
る
と
、次
第
に
彼
ら
は
「
第

二
種
の
留
守
居
役
の
役
職
名
を
正
式
に
も
「
留
守
居
」
と
改
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い

た⑬
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
浩
一
の
祖
父
は
第
二
種
の
「
幕
府
や
他
の
大
名
諸
家
と

の
交
渉
・
連
絡
を
専
門
職
務
と
す
る
非
軍
事
的
な
外
交
官⑭
」
に
所
属
し
て
い
る
。
そ

れ
は
「
大
名
家
（
藩
）
に
お
い
て
中
堅
ク
ラ
ス
を
構
成
し
て
い
た
物
頭
・
平
士
と
い
っ

た
階
層
の
者
か
ら
選
任
さ
れ
る
の
が
通
例⑮
」
で
あ
っ
た
。
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江
戸
期
に
お
け
る
大
名
家
（
藩
）
内
部
の
身
分
類
別
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
名
家
に

よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
あ
り
、
類
別
の
区
分
も
そ
れ
ら
の
名
称
も
一
定
で
は
な
い
け
れ
ど

も
、
基
本
的
な
類
別
と
序
列
は
次
の
よ
う
な
形
を
と
っ
て
い
る
。「
藩
主
（
大
名
）
―

一
門
・
家
老
―
組
頭
（
番
頭
・
中
老
）
―
物
頭
―
平
士
（
番
士
・
組
士
）﹇
以
上
、
御
目

見
以
上
。
以
下
、
御
目
見
以
下
﹈
―
徒
士
―
足
軽
―
中
間
・
小
者⑯
」
で
あ
る
。
ま
た
、

大
名
家
（
藩
）
の
家
臣
は
、
い
ず
れ
の
大
名
家
の
場
合
に
あ
っ
て
も
、「
平
士
以
上
の

上
級
武
士
と
、
そ
れ
以
下
の
下
級
武
士
に
二
分⑰
」
さ
れ
る
。
故
に
浩
一
の
祖
父
と
父

親
は
「
上
級
武
士
」
に
属
し
て
い
る
。

「
余
」
の
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
「
浩
一
さ
ん
の
家
は
紀
州
の
藩
士
」
で
あ
る
。
紀

州
徳
川
家
は
、
江
戸
時
代
に
紀
伊
国
・
伊
勢
国
を
治
め
た
徳
川
氏
の
一
支
系
で
、
徳

川
御
三
家⑱
の
一
つ
で
あ
る
。
浩
一
の
祖
父
と
父
親
は
そ
の
藩
に
お
い
て「
上
級
武
士
」

に
属
し
て
い
た
の
で
、
浩
一
も
幼
少
期
か
ら
武
士
精
神
に
深
く
影
響
さ
れ
た
人
物
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

山
本
常
朝
は
『
葉
隠
』
の
中
で
「
武
道
」・「
武
士
道
」
を
定
義
し
て
言
う
。「
武
士

道
と
云
ふ
こ
と
は
、
即
ち
死
ぬ
こ
と
ゝ
見
付
け
た
り
。
凡
そ
二
ツ
一
ツ⑲
の
場
合
に
、

早
く
死
ぬ
か
た
に
片
付
く
ば
か
り
な
り
。
別
に
仔
細
な
し
。
胸
す
わ
り
て
進
む
な
り
。

若
し
図
に
あ
た
ら
ぬ
と
き
、
犬
死
な
ど
と
云
ふ
は
、
上
方
風
の
打
上
り
た
る
武
道
な

る
べ
し
。
二
ツ
一
ツ
の
場
合
に
、
図
に
あ
た
る
こ
と
の
わ
か
る
こ
と
は
、
到
底
出
来

ざ
る
こ
と
な
り⑳
。」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、
ま
た
「
武
篇
は
、
敵
を
討
ち
取
り
た
る
よ

り
は
、
主
〔
＝
主
君
〕
の
為
に
死
に
た
る
が
手
柄
な
り
」
と
い
う
山
本
常
朝
の
言
葉

が
あ
る
。
浩
一
の
日
記
に
、「
死
は
早
晩
余
を
襲
い
来
ら
ん
。
余
は
日
夜
に
両
軍
の
砲

撃
を
聞
き
て
、
今
か
〳
〵
と
順
番
の
至
る
を
待
つ
」、「
余
の
運
命
も
愈
明
日
に
逼
つ

た
」
と
書
い
て
い
る
。
浩
一
は
、
戦
場
で
生
死
の
選
択
を
対
面
す
る
と
き
、
死
に
恐

れ
ず
「
旗
を
持
っ
て
思
い
切
り
よ
く
塹
壕
の
中
へ
飛
び
込
ん
」
だ
。
戦
地
で
記
さ
れ

た
日
記
に
は
、「
軍
人
が
軍
さ
で
死
ぬ
の
は
当
然
の
事
で
あ
る
。
死
ぬ
の
は
名
誉
で
あ

る
。
あ
る
点
か
ら
云
へ
ば
生
き
て
本
国
に
帰
る
の
は
死
ぬ
べ
き
所
を
死
に
損
な
つ
た

様
な
も
の
だ
」
と
い
う
彼
の
覚
悟
が
遺
さ
れ
て
お
り
、
自
ら
の
死
を
向
か
う
浩
一
の

武
士
道
精
神
が
読
み
取
れ
る
。

親
友
で
あ
る
「
余
」
が
語
る
浩
一
は
「
大
き
な
男
」、「
立
派
な
男
」、「
偉
大
な
男
」

で
、
容
姿
が
立
派
だ
け
で
な
く
全
幅
の
信
頼
を
寄
せ
る
人
物
で
あ
る
。
軍
隊
に
お
い

て
は
、
浩
一
が
志
願
兵
か
ら
歩
兵
中
尉
と
な
り
、
旗
手
と
い
う
役
を
担
当
し
て
い
た
。

軍
旗
は
、「
近
衛
軍
以
外
の
軍
人
た
ち
に
常
時
天
皇
の
馬
前
に
任
務
を
尽
く
す
意
識
を

特
た
せ
る
為
に
親
受
さ
れ
る
。
故
に
部
隊
に
と
っ
て
こ
れ
は
神
聖
視
す
べ
き
も
の
で

あ
」
り
、「
青
年
士
官
の
中
・
少
尉
の
旗
手
は
ま
さ
に
将
校
の
華
で
あ
り
事
実
優
秀
な

青
年
士
官
が
旗
手
に
な
っ
た㉑
」
と
い
う
こ
と
で
、
浩
一
が
軍
隊
の
中
で
も
、
信
頼
さ

れ
る
優
秀
な
兵
士
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
幼
少
期
か
ら
武
士
精
神
に
深

く
影
響
さ
れ
、
優
秀
な
浩
一
は
、
何
故
に
志
願
兵
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
の
「
徴
兵
令㉒
」
に
よ
る
と
、当
時
一
年
志
願
兵
制
度
が

設
け
ら
れ
て
い
た
。
志
願
兵
の
服
務
義
務
は
現
役
一
年
、
予
備
役
一
年
、
後
備
役
五

年
の
合
計
七
年
で
あ
る
。
一
般
徴
兵
の
陸
軍
兵
の
服
務
義
務
は
現
役
三
年
、
予
備
役

四
年
、
後
備
役
五
年
の
合
計
一
二
年
で
あ
っ
た
。
故
に
志
願
兵
と
な
っ
た
場
合
に
は

五
年
間
期
間
を
短
縮
で
き
る
。
志
願
兵
と
し
て
入
隊
す
る
場
合
、「
満
十
七
歳
以
上
満

二
十
六
歳
以
下
ニ
シ
テ
官
立
学
校
（
帝
国
大
学
選
科
及
小
学
科
ヲ
除
ク
）
府
県
立
師
範
学

校
中
学
校
若
ク
ハ
文
部
大
臣
ニ
於
テ
中
学
校
ノ
学
科
程
度
ト
同
等
以
上
ト
認
メ
タ
ル

学
校
若
ク
ハ
文
部
大
臣
ノ
認
可
ヲ
経
タ
ル
学
則
ニ
依
リ
法
律
学
政
治
学
理
財
学
ヲ
教

授
ス
ル
私
立
学
校
ノ
卒
業
証
書
ヲ
所
持
シ
若
ク
ハ
陸
軍
試
験
委
員
ノ
試
験
ニ
及
第
シ

服
役
中
食
料
被
服
装
具
等
ノ
費
用
ヲ
自
辨
ス
ル
者㉓
」と
い
う
条
件
が
必
要
で
あ
っ
た
。

高
等
学
校
を
卒
業
し
、「
上
級
武
士
」
で
あ
っ
た
家
の
出
で
あ
る
浩
一
は
、
学
力
の
面

で
も
経
済
的
な
面
で
も
条
件
は
満
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
家
令
の

話
に
よ
る
と
浩
一
は
、五
、六
歳
の
頃
に
父
親
を
な
く
し
て
い
る
。
い
く
ら
経
済
力
が

よ
く
て
も
、
父
親
を
無
く
し
た
家
庭
に
と
っ
て
家
計
は
以
前
よ
り
は
悪
く
な
っ
て
い

る
で
あ
ろ
う
。
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そ
の
よ
う
な
家
庭
環
境
の
中
で
、
浩
一
は
多
少
無
理
し
て
も
、
志
願
兵
と
な
っ
た
。

武
士
精
神
に
影
響
さ
れ
、
死
を
恐
れ
ず
浩
一
は
、
何
故
無
理
し
て
も
服
務
期
間
が
五

年
短
縮
で
き
る
志
願
兵
の
道
を
選
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
彼
の
心
の
中
で
、
早

く
服
務
義
務
を
終
わ
ら
せ
、
一
人
で
暮
ら
す
母
親
の
元
へ
帰
り
、
母
親
へ
の
愛
情
を

強
く
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
浩
一
は
最
後
の
日
記
に
「
御
母
さ
ん
は
、
寒
い

だ
ろ
う
」
と
い
う
一
文
を
書
き
残
し
て
い
る
。
彼
の
個
人
と
し
て
「
誠
」
の
「
情
」

は
こ
こ
で
表
れ
て
い
る
。
浩
一
は
一
人
で
暮
ら
す
母
親
へ
の
愛
情
を
強
く
持
っ
て
い

る
が
、
一
般
の
兵
士
に
と
っ
て
、
生
き
て
帰
る
こ
と
が
至
難
で
あ
る
残
酷
な
戦
場
に

お
い
て
旗
手
と
し
て
死
に
、母
の
元
へ
の
生
還
は
叶
わ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

浩
一
自
身
は
そ
の
個
人
と
し
て
の
真
情
を
成
就
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
作
品

の
終
局
に
お
い
て
は
彼
の
代
わ
り
に
、
小
野
田
工
学
博
士
の
妹
が
「
丸
で
御
嫁
さ
ん

の
様
」
に
な
っ
て
浩
一
の
母
と
話
し
て
い
る
。
語
り
手
で
あ
る
「
余
」
は
、
自
ら
の

「
趣
味
の
遺
伝
」説
を
通
じ
て
そ
こ
に
浩
一
の
戦
死
に
よ
っ
て
成
就
で
き
な
か
っ
た
人

間
愛
情
の
要
求
の
達
成
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

「
余
」
は
自
分
な
り
に
打
ち
立
て
た
「
趣
味
の
遺
伝
」
論
に
よ
っ
て
、「
二
十
世
紀

の
人
間
」
の
「
散
文
的
」
で
「
不
思
議
な
現
象
に
逢
は
ぬ
前
な
ら
兎
に
角
、
逢
ふ
た

後
に
も
、
そ
ん
な
事
が
あ
る
も
の
か
と
冷
淡
に
看
過
」
す
る
人
々
を
説
得
し
、
こ
の

世
に
は
「
不
思
議
な
現
象
」
が
あ
り
え
る
の
だ
と
納
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
読
者

も
そ
の
「
不
思
議
な
現
象
」
を
納
得
し
た
う
え
で
、
浩
一
と
「
郵
便
局
の
女
」
の
愛

の
成
就
を
信
じ
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
。
小
野
田
工
学
博
士
の
妹
が
「
丸
で
御

嫁
さ
ん
の
様
に
な
っ
た
」
と
い
う
状
態
か
ら
、
科
学
的
な
解
明
に
よ
り
浩
一
の
成
就

で
き
な
か
っ
た
人
間
の
真
情
や
母
親
を
思
う
「
愛
情
」
を
導
き
出
し
て
そ
れ
ら
を
現

実
の
世
界
で
成
就
さ
せ
た
。
そ
し
て
「
余
」
は
、「
趣
味
の
遺
伝
」
説
に
よ
っ
て
科
学

的
に
達
成
さ
れ
た
人
の
「
誠
」
の
「
情
」
に
感
動
し
、
両
人
の
仲
睦
ま
じ
い
様
を
目

撃
す
る
た
び
に
、「
将
軍
を
見
た
時
よ
り
も
、
軍
曹
を
見
た
時
よ
り
も
、
清
き
涼
し
き

涙
を
流
」
す
。
そ
れ
は
、「
余
」
の
「
散
文
的
」
な
「
趣
味
の
遺
伝
」
説
か
ら
成
就
さ

れ
た
「
情
」
が
生
死
の
境
を
越
え
、
将
軍
を
見
た
と
き
に
感
じ
た
感
動
よ
り
も
深
く

彼
の
心
を
打
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

三

「
趣
味
の
遺
伝
」
の
語
り
は
、「
余
」
の
「
将
軍
を
見
た
時
よ
り
も
、
軍
曹
を
見
た

時
よ
り
も
」
流
し
た
「
清
き
涼
し
き
涙
」
に
よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
「
涙
」

を
通
じ
て
、
漱
石
が
読
者
に
伝
え
た
か
っ
た
も
の
と
は
、
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

漱
石
が
「
余
」
の
「
趣
味
の
遺
伝
」
説
の
合
理
性
を
読
者
に
証
明
し
た
か
っ
た
と
な

る
と
、
そ
の
た
め
の
証
拠
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
実
際

に
「
余
」
の
「
趣
味
の
遺
伝
」
説
の
実
証
の
過
程
は
不
備
だ
ら
け
で
あ
る
こ
と
が
作

品
か
ら
読
み
取
れ
る
。

「
余
」
は
自
分
の
「
遺
伝
理
論
」
を
確
信
し
、「
こ
ん
な
問
題
は
当
人
の
支
配
権
以

外
に
立
つ
問
題
だ
か
ら
、
よ
し
当
人
を
尋
ね
あ
て
て
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ

で
不
思
議
は
解
け
る
も
の
で
な
い
。
当
人
か
ら
聞
き
得
る
事
実
そ
の
物
が
不
思
議
で

あ
る
以
上
は
余
の
疑
惑
は
落
ち
つ
き
よ
う
が
な
い
」
と
、
始
め
か
ら
三
人
の
女
が
同

一
人
物
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
、作
品
内
で
「
寂
光
院
の
女
」

が
は
た
し
て
浩
一
の
日
記
に
あ
っ
た
「
郵
便
局
の
女
」
と
同
一
人
物
な
の
か
ど
う
か

は
明
ら
か
で
は
な
い
。
神
田
祥
子
は
指
摘
さ
れ
た
と
お
り
「〈
余
〉
の
〈
趣
味
の
遺

伝
〉
理
論
の
不
確
か
さ
は
、
最
終
的
に
女
Ａ㉔
＝
女
Ｂ
で
あ
る
か
、
も
し
く
は
女
Ｂ
＝

女
Ｃ
で
あ
る
か
が
決
然
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ま
た
結
局
、
浩
さ
ん
が
女
Ｂ

に
た
い
し
て
ど
ん
な
感
情
を
抱
い
て
い
た
か
は
依
然
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い㉕
」
の

で
あ
る
。

し
か
し
、「
余
」
は
「
趣
味
の
遺
伝
」
の
理
論
が
あ
た
か
も
成
立
し
て
い
る
か
の
よ

う
に
、「
趣
味
の
遺
伝
と
云
ふ
理
論
」
を
「
証
拠
立
て
る
」
よ
う
な
有
利
な
情
報
に
出

会
う
た
び
に
、「
さ
う
来
な
く
つ
て
は
思
ふ
」、「
占
め
た
〳
〵
こ
れ
丈
聞
け
ば
充
分
だ
」
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と
い
う
よ
う
に
、
相
の
手
を
差
し
挟
ん
で
い
る
。
一
柳
広
孝
も
「
彼
の
「
事
実
」
収

集
に
お
け
る
視
点
が
き
わ
め
て
恣
意
的
で
あ
」
り
、「
彼
の
い
う
理
論
に
も
論
理
的
裏

付
け
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
彼
の
理

論
は
、「
余
」
自
身
か
ら
見
て
も
「
あ
る
程
度
迄
」
の
説
明
に
す
ぎ
な
い㉖
」
と
し
て
い

る
。漱

石
自
身
も
「
趣
味
の
遺
伝
」
に
お
け
る
理
論
は
科
学
上
に
ま
だ
不
十
分
な
と
こ

ろ
が
あ
る
と
知
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
十
分
な
も
の
と
し
て
書

き
上
げ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
書
簡
の
中
で
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
単
に
時

間
が
無
か
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
済
ま
な
い
と
思
う
。「
趣
味
の
遺
伝
」
の
初
出
は

一
九
〇
六
（
明
治
三
九
）
年
一
月
で
あ
り
、
初
収
録
の
一
九
〇
六
（
明
治
三
九
）
年
五

月
ま
で
、
不
十
分
な
点
を
書
き
足
す
時
間
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
何
故
に
漱

石
は
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
漱
石
が
科
学
的
に
物
事
を
説

明
す
る
「
学
者
」
で
あ
る
「
余
」
と
離
れ
、
文
学
者
へ
の
志
向
を
持
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
ろ
う
。「
六
十
四
枚
ば
か
り
」
の
「
趣
味
の
遺
伝
」
の
中
で
、そ
の
主
意
を
尽
く

し
た
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

漱
石
は
『
文
学
論
』「
第
三
編
文
学
的
内
容
の
特
質
第
二
章
文
芸
上
の
真
と
科
学
上

の
真
」
の
中
で
「
文
学
者
の
重
ず
べ
き
は
文
芸
上
の
真
に
し
て
科
学
上
の
真
に
あ
ら

ず㉗
」
と
主
張
し
て
い
る
。「
文
芸
上
の
真
」
と
は
「
描
写
せ
ら
れ
た
る
事
物
の
感
が
真

な
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
が
如
く
直
接
に
喚
起
さ
る
ゝ
場
合
を
云
ふ
に
過
ぎ
ず
。」と
漱
石

が
述
べ
た
。
文
学
者
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
文
士
」
と
し
て
の
漱
石
が
「
趣
味
の
遺

伝
」
に
お
い
て
も
重
ん
じ
た
の
は
「
科
学
上
の
真
」
の
解
明
で
は
な
く
、「
文
芸
上
の

真
」
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
を
描
く
た
め
に
必
要
だ
と
彼
が
考
え
て
い

る
も
の
と
し
て
、「
誇
大
法
」、「
省
略
、
選
択
法
」、「
組
み
合
わ
せ
」
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。
文
学
者
で
あ
る
漱
石
は
「
物
の
一
面
一
部
を
撰
み
」「
省
略
、選
択
法
」
を
利

用
し
、「
余
」
の
不
備
だ
ら
け
の
「
趣
味
の
遺
伝
」
を
成
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

漱
石
は
、「
趣
味
の
遺
伝
」
の
中
で
、「
西
片
町
に
住
む
学
者
」
で
あ
る
「
余
」
を

語
り
手
と
し
て
い
る
。
専
門
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
作
品
中
に
具
体
的
に
述

べ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、「
家
令
」
は
「
余
」
が
「
大
学
出
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提

に
し
て
話
を
進
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、「
余
」
は
大
学
出
で
の
学
者
で
あ

る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
明
治
期
に
お
い
て
は
「「
学
校
出
」
が
、そ
の
こ
と
だ
け
で

社
会
的
に
優
遇
さ
れ
る
意
識
体
制
が
形
成㉘
」
さ
れ
、「「
学
問
と
教
育
は
別
」
で
あ
り
、

「
帝
国
大
学
ハ
学
問
ノ
場
所
ニ
シ
テ
中
学
校
、小
学
校
ハ
教
育
ノ
場
所
」
に
ほ
か
な
ら

な
か
っ
た
。「
学
問
」
の
目
的
は
、「
深
ク
事
物
ノ
真
理
ヲ
改
究㉙
」」
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
当
時
の
「
教
育
目
標
の
二
重
構
造
が
し
る
さ
れ
た
教
育
体
系
に
よ
っ
て
、「
学
者

ナ
レ
バ
学
術
専
攻
者
ノ
如
キ
社
会
多
数
ノ
思
想
ヲ
左
右
ス
ル
ニ
足
ル
ヘ
キ
モ
ノ
」
で

あ
る㉚
」
と
い
う
の
で
、「
余
」
も
「
学
者
」
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
社
会
的
に
信
用
あ

る
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

作
品
の
中
で
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
人
々
の
「
観
察
点
と
云
う
も
の
は
従
来
の
惰

性
で
解
決
」
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、「
真
理
の
改
究
」
の
場
と
し
て
の
大
学
を
卒
業
し

た
「
学
者
」
で
あ
る
「
余
」
は
、社
会
の
ほ
か
の
人
々
の
「
観
察
点
」
か
ら
み
た
ら
、

信
頼
す
べ
き
存
在
で
あ
る
。
当
然
、「
余
」
の
口
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
「
趣
味
の
遺

伝
」
説
も
、
人
々
に
と
っ
て
信
用
す
る
に
足
る
学
説
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。
漱
石
が
「
余
」
を
形
象
す
る
際
に
「
学
者
」
と
い
う
社
会
的
地
位
を
与
え
た

の
は
、
世
間
の
人
々
に
、「
余
」
の
不
備
だ
ら
け
の
「
趣
味
の
遺
伝
」
説
を
納
得
さ
せ

る
た
め
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
う
え
で
漱
石
が
文
学
に
お
け
る
主
眼
と
す
る

「
文
芸
上
の
真
」
の
感
動
が
読
者
に
伝
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

漱
石
は
『
文
学
論
』
の
中
で
「
詩
人
画
家
等
の
想
像
的
創
作
物
を
云
ふ
」「
即
ち
彼

等
は
現
実
の
世
よ
り
蒐
め
得
た
る
材
料
を
綜
合
し
て
此
世
に
存
在
せ
ざ
る
も
の
を
描

出
す
る
手
際
を
有
し
た
る
な
り
」
と
主
張
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
「
此
世
に
於
て
求

め
て
得
べ
き
も
の
に
あ
ら
ざ
れ
ば
科
学
的
立
脚
地
よ
り
撿
し
て
不
合
理
な
る
は
無

論
」
で
あ
る
が
、「
由
来
文
芸
の
要
素
は
感
じ
を
以
て
最
と
す
る
も
の
な
る
が
故
に
、

此
感
じ
を
読
者
に
伝
へ
ん
と
し
て
伝
へ
得
た
る
と
き
吾
人
は
こ
れ
に
文
芸
上
の
真
を
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附
与
す
る
を
躊
躇
せ
ず㉛
」
と
い
う
。「
余
」
の
「
趣
味
の
遺
伝
」
理
論
も
、「
科
学
的

立
脚
地
よ
り
撿
し
て
不
合
理
」
で
あ
り
、
漱
石
自
身
も
そ
の
理
論
が
科
学
上
に
不
十

分
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
知
っ
て
い
る
が
、「
文
芸
の
要
素
」
に
お
い
て
「
最
」
た
る
べ

き
「
感
じ
を
読
者
に
伝
へ
ん
」
が
た
め
、
漱
石
は
科
学
上
に
ま
だ
不
十
分
な
「
趣
味

の
遺
伝
」
説
を
提
出
し
た
。
そ
れ
を
通
じ
て
、人
間
の
真
情
が
読
者
に
伝
え
ら
れ
た
。

結

以
上
の
考
察
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、「
趣
味
の
遺
伝
」
の
中
で
、
漱
石
は
「
余
」
の

将
軍
と
軍
曹
を
見
て
流
し
た
涙
を
通
じ
て
、
人
間
の
「
誠
」
な
「
情
」
を
読
者
に
伝

え
よ
う
と
し
た
。
ま
た
作
品
中
、「
余
」
が
浩
一
の
母
と
御
嬢
さ
ん
の
仲
を
目
撃
す
る

た
び
に
、
将
軍
を
見
た
時
よ
り
も
、
軍
曹
を
見
た
時
よ
り
も
「
清
き
涼
し
き
」
涙
を

流
し
た
。
漱
石
は
作
品
を
通
じ
て
そ
の
感
動
を
読
者
に
伝
え
よ
う
と
し
た
。
読
者
は
、

漱
石
が
創
作
し
た
「
趣
味
の
遺
伝
」
説
を
十
分
に
納
得
し
得
な
い
が
、
作
品
の
中
で

語
り
手
「
余
」
の
涙
を
通
じ
て
、「
経
済
主
義
」
的
、「
功
利
主
義
」
的
で
も
な
い
人

間
の
真
情
を
感
じ
得
た
。

漱
石
は
、「
文
芸
上
の
真
と
科
学
上
の
真
と
其
間
に
微
妙
の
関
係
あ
る
は
勿
論
な
れ

ど
、
文
芸
の
作
家
は
文
芸
上
の
真
を
其
第
一
義
と
す
べ
く
、
場
合
に
よ
り
て
は
此
文

芸
上
の
真
に
達
し
得
む
が
為
め
に
甘
じ
て
科
学
上
の
真
を
犠
牲
と
す
る
も
不
可
な
き

に
ち
か
し
。
文
芸
上
の
真
に
し
て
科
学
上
の
真
に
背
く
も
の
一
に
し
て
足
ら
ず
」32
と

述
べ
て
い
る
。
作
品
中
に
「
読
者
の
心
に
合
点
出
来
れ
ば
こ
の
一
篇
の
主
意
は
済
ん

だ
」
と
話
を
閉
じ
て
し
ま
う
。
漱
石
が
読
者
の
心
に
訴
え
た
か
っ
た
の
は
、「
趣
味
の

遺
伝
」
説
の
「
科
学
上
の
真
」
の
解
明
で
は
な
く
、
人
間
の
「
誠
」
の
「
情
」
と
い

う
「
文
芸
上
の
真
」
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
点
か
ら
、「
文
士
」
で
あ
る
漱
石
は
「
学

者
」
で
あ
る
「
余
」
と
微
妙
で
決
定
的
な
距
離
を
保
っ
て
い
る
こ
と
も
分
か
る
。
漱

石
は
人
間
の
真
情
を
無
視
し
、
何
で
も
「
散
文
的
」
に
解
釈
づ
け
る
「
二
十
世
紀
の

文
明
」
に
危
機
感
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
漱
石
の
「
学
者
」
で
あ
る
「
余
」
と

離
れ
、「
文
士
」
へ
の
志
向
は
、
文
学
作
品
を
通
じ
て
読
者
に
人
間
の
真
情
を
訴
え
る

こ
と
で
あ
る
。「
文
芸
上
の
真
」
を
読
者
に
伝
え
た
い
た
め
、文
芸
家
と
し
て
の
漱
石

は
、「
余
」
の
理
論
を
用
い
て
そ
れ
を
行
っ
た
。
十
分
な
執
筆
時
間
が
な
か
っ
た
と
い

う
本
作
は
、
結
果
的
に
「
前
の
詳
細
な
叙
述
な
比
例
を
失
」
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
叙
述
に
お
け
る
不
均
衡
を
冒
し
「
頭
の
か
つ
た
変
物
」
と
な
り
な

が
ら
、
そ
れ
で
も
後
に
書
き
足
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
作

中
の
「
余
」
の
語
り
の
中
に
漱
石
が
創
作
に
お
い
て
重
要
と
考
え
て
い
た
「
文
芸
上

の
真
」
が
現
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

注①　
一
九
〇
五
年
一
二
月
一
一
日
付
高
浜
虚
子
宛
書
簡

②　

一
九
〇
六
年
一
月
一
六
日
付
皆
川
正
禧
宛
書
簡

③　

一
九
〇
六
年
二
月
一
三
日
付
森
田
草
平
宛
書
簡

④　
「
新
潮
」（
第
四
巻
第
二
号　

一
九
〇
六
・
二
）

夏
目
漱
石
の
『
趣
味
の
遺
伝
』
は
異
種
様
の
文
な
り
、
妙
文
な
り
、
マ
ジ
メ
な
る

滑
稽
文
な
り
。

「
中
央
公
論
」（
第
二
一
年
第
二
号　

一
九
〇
六
年
二
月
一
日
発
行
）

「
趣
味
の
遺
伝
」
は
題
丈
見
る
と
論
文
の
や
う
で
あ
る
が
、
論
文
で
は
な
い
、
小

説
で
あ
る
。
清
き
想
、
美
は
し
き
描
写
、
篇
中
到
る
処
に
満
ち
溢
れ
て
居
る
が
結
末

余
り
簡
略
に
過
ぎ
て
全
体
の
釣
合
が
取
れ
ぬ
様
な
心
地
す
る
の
は
遺
憾
だ
。然
し
兎

に
角
新
春
の
文
壇
に
読
み
ご
た
へ
の
あ
る
の
は
此
人
の
作
で
あ
つ
た
。

「
新
聲
」（
第
拾
四
編
第
二
号　

一
九
〇
六
・
二
）

漱
石
が
色
々
な
雑
誌
に
書
く
中
で
も
、
一
番
良
い
も
の
の
出
る
の
が
「
帝
国
文

学
」
だ
、
嘗
て
「
倫
敦
塔
」
が
あ
つ
た
が
、
新
春
の
「
趣
味
の
遺
伝
」
は
、
倫
敦
塔

に
相
次
ぐ
べ
き
傑
作
だ
、
之
れ
か
ら
見
れ
ば
、
猫
も
、
幻
の
盾
も
薤
露
行
も
悉
く
駄

目
、矢
張
り
漱
石
は
学
士
で
あ
つ
た
。
処
で
緑
雨
式
に
新
年
の
「
帝
文
」
を
分
類
す

る
と
、
俳
人
漱
石
坊
同
宿
三
博
士
、
五
文
学
士
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
。

「
芸
苑
」（
巻
第
二　

左
久
良
書
房　

一
九
〇
六
・
二
）
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若
し
新
春
の
作
物
中
で
最
深
い
興
味
を
感
じ
て
読
む
だ
も
の
は
と
問
は
れ
た
な

ら
、
自
分
は
直
に
こ
の
作
を
挙
げ
る
に
躊
躇
し
な
い
、
と
之
れ
だ
け
書
く
と
自
分
は

も
う
何
も
外
に
云
ふ
こ
と
が
無
い
。

「
文
庫
」（
第
三
拾
一
巻
第
二
号　

内
外
出
版
協
会　

一
九
〇
六
・
二
）

エ
モ
ア
リ
ス
ト
と
し
て
僕
は
夏
目
嗽マ
マ

石
を
推
す
、
ど
う
し
て
も
嗽マ

マ

石
は
ゑ
ら
い
。

吾
輩
は
猫
で
あ
る
も
面
白
か
つ
た
が
、『
趣
味
の
遺
伝
』
な
ど
も
実
に
興
味
が
あ
る
。

嗽マ
マ

石
で
な
け
れ
ば
書
け
な
い
所
が
あ
る
、新
橋
の
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
飛
び
上
る
な
ど

は
実
に
滑
稽
だ
。
同
じ
く
ユ
モ
ア
リ
ス
ト
と
し
て
佐
藤
紅
緑
を
推
す
も
の
が
あ
る

が
、
成
程
「
カ
チ
〳
〵
山
」
な
ど
は
面
白
い
け
ど
、
と
て
も
嗽マ
マ

石
に
は
及
ば
ぬ
。

⑤　

浩
一
さ
ん
と
小
野
田
の
お
嬢
さ
ん
の
不
可
思
議
な
恋
愛
の
実
現
を
主
題
と
し
、作
者

の
内
的
意
識
を
掘
り
起
こ
し
た
越
智
治
雄
氏
「『
漾
虚
集
』
一
面
」（『
漱
石
私
論
』
角

川
書
店　

一
九
七
一
）。
こ
の
作
品
を
厭
戦
文
学
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
駒
尺
喜
美

「
漱
石
に
お
け
る
厭
戦
文
学
―
「
趣
味
の
遺
伝
」
― 

」（「
日
本
文
学
」

二
一
、一
九
七
二
・
六
）。「
趣
味
の
遺
伝
」と
い
う
霊
の
感
応
を
主
題
と
し
た
作
品
と
す

る
菊
地
弘
「『
趣
味
の
遺
伝
』
論
」（
内
田
道
雄
・
久
保
芳
太
郎
編
「
作
品
論
夏
目
漱

石
」
双
文
社
出
版　

一
九
七
六
・
九
）。
揮
真
文
学
と
見
る
鈴
木
醇
爾
「「
趣
味
の
遺
伝
」

に
つ
い
て

―
漱
石
に
お
け
る
揮
真
文
学
へ
の
方
法
的
模
索
」（「
国
文
学　

ノ
ー
ト
」

第
十
六
号
、成
城
短
期
大
学
国
文
学
研
究
室　

一
九
七
九
・
三
）「
趣
味
の
遺
伝
」
の
中

で
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
「
諷
語
」
に
着
目
し
た
竹
盛
天
雄
『
漱
石　

文

学
の
端
緒
』（
筑
摩
書
房　

一
九
九
一
・
六
）、
ま
た
軍
事
技
術
の
革
新
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
た
新
た
な
知
覚
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
て
い
る
。
佐
藤 

泉
「『
趣
味
の
遺
伝
』

―
旅
順
上
空
、
三
次
元
の
眼
に
つ
い
て
」　
（「
国
文
学

―
解
釈
と
教
材
の
研
究
」

第
三
九
巻
第
二
号
臨
時
号
、
一
九
九
四
・
一
）
な
ど
。

⑥　

小
宮
豊
隆
『
漱
石
の
芸
術
』（
岩
波
書
店　

一
九
四
二
一
・
二
）

⑦　

大
岡
昇
平
「
漱
石
と
国
家
意
識
」（「
世
界
」
一
九
七
三
・
一
・
二
）

⑧　

斉
藤
恵
子
「『
趣
味
の
遺
伝
』
の
世
界
」（「
比
較
文
学
研
究
」
第
二
四
号　

一
九
七
三
・
九
）

⑨　

山
崎
甲
一
「
写
す
わ
れ
と
写
さ
る
る
彼

―
「
趣
味
の
遺
伝
」
の
こ
と
」（「
鶴
見
大

学
紀
要
」
第
二
三
号　

一
九
八
六
・
三
）

⑩　

笠
谷
和
比
古『
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ　

江
戸
御
留
守
居
役　

近
世
の
外
交
官
』（
吉

川
弘
文
館　

二
〇
〇
〇
・
四
）

⑪　

注
⑩
と
同
じ

⑫　

注
⑩
と
同
じ

⑬　

注
⑩
と
同
じ

⑭　

注
⑩
と
同
じ

⑮　

注
⑩
と
同
じ

⑯　

注
⑩
と
同
じ

⑰　

注
⑩
と
同
じ

⑱　

御
三
家
は
徳
川
将
軍
家
の
一
族
で
あ
る
尾
州
、
紀
州
、
水
戸
の
三
家
を
い
う
。
尾
張

は
家
康
の
第
九
子
義
直
、
紀
伊
は
第
一
〇
子
頼
宣
、
水
戸
は
第
一
一
子
頼
房
に
は
じ
ま

り
、代
々
徳
川
氏
を
称
し
た
。
親
藩
の
な
か
で
別
格
の
家
柄
と
し
て
最
高
の
待
遇
を
う

け
た
。
お
の
お
の
独
立
し
た
藩
を
か
ま
え
て
、
尾
張
家
は
名
古
屋
城
主
、
尾
張
一
国
・

美
濃
一
部
（
六
〇
万
石
余
）、紀
伊
家
は
和
歌
山
城
主
、紀
伊
一
国
・
伊
勢
松
坂
（
五
五
万

石
余
）、
水
戸
家
は
水
戸
城
主
、
常
陸
一
国
（
三
五
万
石
）
を
領
有
し
た
。
紀
州
藩
は

紀
伊
藩
、
和
歌
山
藩
と
も
い
う
。
紀
伊
国
（
和
歌
山
県
）
一
国
と
伊
勢
国
（
三
重
県
）

の
一
部
を
領
有
し
た
藩
。
初
め
外
様
、の
ち
親
藩
。
一
六
〇
〇
年
（
慶
長
五
）
関
ヶ
原

の
戦
い
の
結
果
、
浅
野
幸
長
が
甲
斐
国
（
山
梨
県
）
か
ら
入
国
し
、
翌
年
検
地
を
実
施

し
、
高
野
山
領
を
除
い
て
三
七
万
六
五
六
二
石
余
を
打
ち
出
し
た
。
以
後
、
一
六
九
七

年
（
元
禄
十
）、九
八
年
に
地
詰
が
行
わ
れ
た
が
、全
藩
的
な
検
地
は
実
施
さ
れ
な
か
っ

た
。
こ
の
慶
長
検
地
に
よ
っ
て
紀
伊
藩
が
確
立
し
た
が
、
大
坂
冬
の
陣
、
夏
の
陣
で
軍

事
力
が
手
薄
に
な
る
と
北
山
一
揆
な
ど
が
起
き
て
支
配
は
動
揺
し
た
。
一
六
一
九
年

（
元
和
五
）
に
浅
野
氏
が
安
芸
国
（
広
島
県
）
に
転
封
と
な
る
と
、
徳
川
家
康
の
第
十

子
頼
宣
が
駿
河
（
静
岡
県
）
か
ら
入
り
、
伊
勢
・
大
和
（
奈
良
県
）
の
各
一
部
を
あ
わ

せ
て
五
五
万
五
〇
〇
〇
石
を
領
有
し
、
御
三
家
の
一
つ
と
な
っ
た
。（
参
照
『
日
本
国

語
大
辞
典
』
第
二
版　

第
五
巻　

小
学
館　

二
〇
〇
三
・
五
）

⑲　
「
あ
れ
か
こ
れ
か
、
生
か
死
か
の
選
択
を
迫
ら
れ
た
と
き
」（『
葉
隠
全
集
』
編
者　

中
村
郁
一　

五
月
書
房
一
九
七
八
・
一
二
）

⑳　

編
者　

中
村
郁
一
『
葉
隠
全
集
』（
五
月
書
房　

一
九
七
八
・
一
二
）

㉑　

福
地
重
孝
『
軍
国
日
本
の
形
成
』（
春
秋
社　

一
九
五
九
・
十
一
）　

㉒　
『
法
令
全
書
』
第
二
十
二
巻
―
一　

明
治
二
二
年
（
出
典
内
閣
官
報
局　

原
書
房　

一
九
七
八
・
三
）

 

　

法
律
／
朕
徴
兵
令
改
正
ノ
件
ヲ
裁
可
シ
茲
ニ
之
ヲ
公
布
セ
シ
ム
／
御
名　

御
璽
／
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明
治
二
十
二
年
一
月
二
十
一
日
／
内
閣
総
理
大
臣
伯
爵
黒
田
清
隆
／
陸
軍
大
臣
伯
爵

大
山　

厳
／
海
軍
大
臣
伯
爵
西
郷
従
道
／
法
律
第
一
号
（
官
報　

一
月
二
十
二
日
）
／

徴
兵
令
／
第
一
章　

総
則
／
第
一
条
／
日
本
帝
国
臣
民
ニ
シ
テ
満
十
七
歳
ヨ
リ
満

四
十
歳
迄
ノ
男
子
ハ
総
テ
兵
役
ニ
服
ス
ル
ノ
義
務
ア
ル
モ
ノ
ト
ス
／
第
二
条
／
兵
役

ハ
分
テ
常
備
兵
役
後
備
兵
役
及
国
民
兵
役
ト
ス
／
第
三
条
／
常
備
兵
役
ハ
分
テ
現
役

及
豫
備
役
ト
ス
／
現
役
ハ
陸
軍
ハ
三
箇
年
海
軍
ハ
四
箇
年
ニ
シ
テ
満
二
十
歳
ニ
至
リ

タ
ル
者
之
ニ
服
シ
豫
備
役
ハ
陸
軍
ハ
四
箇
年
海
軍
ハ
三
箇
年
ニ
シ
テ
現
役
ヲ
終
リ
タ

ル
者
之
ニ
服
ス
／
第
四
条
／
後
備
兵
役
ハ
五
箇
年
ニ
シ
テ
常
備
兵
役
ヲ
終
リ
タ
ル
者

之
ニ
服
ス
／
第
五
条
／
国
民
兵
役
ハ
満
十
七
歳
ヨ
リ
満
四
十
歳
迄
ノ
者
ニ
シ
テ
常
備

兵
役
及
後
備
兵
役
ニ
在
ラ
サ
ル
者
之
ニ
服
ス
／
（
中
略
）
／
第
十
一
条
／
満
十
七
歳
以

上
満
二
十
六
歳
以
下
ニ
シ
テ
官
立
学
校
（
帝
国
大
学
選
科
及
小
学
科
ヲ
除
ク
）
府
県
立

師
範
学
校
中
学
校
若
ク
ハ
文
部
大
臣
ニ
於
テ
中
学
校
ノ
学
科
程
度
ト
同
等
以
上
ト
認

メ
タ
ル
学
校
若
ク
ハ
文
部
大
臣
ノ
認
可
ヲ
経
タ
ル
学
則
ニ
依
リ
法
律
学
政
治
学
理
財

学
ヲ
教
授
ス
ル
私
立
学
校
ノ
卒
業
証
書
ヲ
所
持
シ
若
ク
ハ
陸
軍
試
験
委
員
ノ
試
験
ニ

及
第
シ
服
役
中
食
料
被
服
装
具
等
ノ
費
用
ヲ
自
辨
ス
ル
者
ハ
志
願
ニ
由
り
一
箇
年
間

陸
軍
現
役
ニ
服
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
費
用
ノ
全
額
ヲ
自
辨
シ
能
ハ
サ
ル
ノ
証
ア
ル
者
ニ

ハ
其
幾
部
ヲ
官
給
ス
ル
コ
ト
ア
ル
可
シ
／
前
項
ノ
一
年
志
願
兵
ハ
特
別
ノ
教
育
ヲ
授

ケ
現
役
満
期
ノ
後
二
箇
年
間
予
備
役
ニ
五
箇
年
間
後
備
役
ニ
服
セ
シ
ム
／
満
十
七
歳

以
上
満
二
十
六
三
以
下
ニ
シ
テ
官
立
府
県
立
師
範
学
校
ノ
卒
業
者
ハ
六
箇
月
間
陸
軍

現
役
ニ
服
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
其
服
役
中
ノ
費
用
ハ
当
該
学
校
ヨ
リ
之
ヲ
辨
償
ス
ル
モ
ノ

ト
ス
／
前
項
志
願
兵
ニ
シ
テ
現
役
ヲ
終
リ
タ
ル
者
ハ
七
箇
年
間
予
備
役
ニ
服
シ
三
箇

年
間
後
備
役
ニ
服
シ
（「
／
」
は
改
行
を
表
す
。
筆
者
に
よ
る
。）

㉓　

注
㉒
と
同
じ

㉔　

神
田
祥
子
は
「
余
」
が
寂
光
院
へ
浩
一
さ
ん
の
墓
参
に
出
か
け
た
女
を
女
Ａ
と
し
て

い
る
。
ま
た
浩
一
さ
ん
が
郵
便
局
で
出
会
っ
た
あ
る
女
を
女
Ｂ
に
し
、帯
刀
の
娘
の
縁

戚
で
あ
る
小
野
田
博
士
の
妹
を
女
Ｃ
に
し
て
い
る
。

㉕　

神
田
祥
子
「
趣
味
は
遺
伝
す
る
か
―
夏
目
漱
石
「
趣
味
の
遺
伝
」
論
」（「
日
本
近
代

文
学
」
巻
七
六　

二
〇
〇
七
・
五
）

 

　
〈
余
〉
の
〈
趣
味
の
遺
伝
〉
理
論
の
不
確
か
さ
は
、
最
終
的
に
女
Ａ
＝
女
Ｂ
で
あ
る

か
、も
し
く
は
女
Ｂ
＝
女
Ｃ
で
あ
る
か
が
決
然
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ま
た
結

局
、
浩
さ
ん
が
女
Ｂ
に
た
い
し
て
ど
ん
な
感
情
を
抱
い
て
い
た
か
は
依
然
明
ら
か
に

な
っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
何
よ
り
も
決
定
的
な
の
は
、仮
に
女
Ａ
＝
女
Ｂ
＝
女
Ｃ
が
成

立
し
、浩
さ
ん
と
の
間
に
恋
愛
感
情
が
あ
っ
た
ろ
し
て
も
。
真
に
そ
れ
が
〈
遺
伝
〉
に

よ
り
現
象
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
、〈
余
〉
は
す
で
に

結
果
の
分
か
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、そ
れ
が
あ
た
か
も
何
か
の
理
論
に
従
っ
て
展

開
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、〈
趣
味
の
遺
伝
〉
理
論
を
後
付
け
し
て
い
る
と
す
ら
思

え
る
の
で
あ
り
、〈
余
〉
が
し
ば
し
ば
軽
薄
な
語
り
手
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
所

以
で
も
あ
る
。（
中
略
）〈
余
〉
が
事
件
の
顛
末
を
す
べ
て
知
っ
た
上
で
、こ
の
物
語
を

書
い
て
い
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、こ
こ
に
は
や
は
り〈
余
〉

の
意
図
的
な
語
り
の
操
作
を
読
み
取
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。こ
の
あ
と
を
詳
し

く
叙
述
す
る
と
す
れ
ば
、〈
余
〉
は
当
然
女
Ｃ
＝
女
Ｂ
で
あ
る
こ
と
の
も
っ
と
解
り
易

い
証
拠
や
、
な
ぜ
一
目
見
た
だ
け
の
男
女
に
恋
愛
が
成
立
す
る
の
か
と
い
う
理
由
、
さ

ら
に
そ
れ
が
〈
遺
伝
〉
に
よ
る
こ
と
の
詳
し
い
根
拠
を
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す

れ
ば
、
理
論
の
破
綻
は
さ
ら
に
明
ら
か
で
あ
る
。〈
余
〉
は
〈
趣
味
の
遺
伝
〉
理
論
が

あ
た
か
も
成
立
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、読
者
を
錯
覚
さ
せ
ら
れ
る
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ

ろ
で
、
筆
を
擱
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

㉖　

一
柳
広
孝
「「
理
科
」
と
漱
石
―
「
趣
味
の
遺
伝
」
か
ら
」（「
国
文
学
解
釈
と
教
材
」

四
二
巻
六
号　

一
九
九
七
・
五
）

㉗　

夏
目
金
之
助
『
文
学
論
』「
第
三
編
文
学
的
内
容
の
特
質
第
二
章
文
芸
上
の
真
と
科

学
上
の
真
」『
漱
石
全
集　

第
十
四
巻
』（
岩
波
書
店　

一
九
九
五
・
八
） 

㉘　

相
賀
徹
夫
『
教
育
学
全
集
3　

近
代
教
育
史　

3
』（
小
学
館　

一
九
七
五
・
十
）

㉙　

麻
生　

誠
『
教
育
学
大
全
集
3　

近
代
化
と
教
育
』（
第
一
法
規
出
版　

一
九
八
二
・
十
一
）

㉚　

注
㉙
と
同
じ

㉛　

注
㉗
と
同
じ　

32　

注
㉗
と
同
じ　

付
記「趣

味
の
遺
伝
」
本
文
を
含
め
、
夏
目
漱
石
の
著
作
の
引
用
は
す
べ
て
『
漱
石
全
集
』

（
岩
波
書
店
一
九
九
三
年
一
二
月

―
二
〇
〇
四
年
十
月
）
に
拠
り
、ル
ビ
は
省
略
し
た
。

（
西
華
大
学
助
教
・
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


