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【
は
じ
め
に
】

一
九
七
三
年
七
月
、
日
本
は
華
北
を
占
領
し
、
当
時
北
平
と
呼
ば
れ
て
い
た
北
京

（
以
下
、北
京
と
す
る
）
を
支
配
下
に
置
い
た
。
だ
が
国
際
的
に
批
判
を
浴
び
た
「
満
洲

国
」
で
の
轍
を
踏
ま
ぬ
よ
う
、
こ
の
地
に
「
中
華
民
国
臨
時
政
府
」（
以
下
、
臨
時
政

府
と
省
略
）①
を
設
置
し
て
、
現
地
の
中
国
人
に
よ
る
統
治
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
あ

く
ま
で
も
日
本
の
植
民
地
で
は
な
い
と
い
う
体
裁
を
保
っ
た②
。
し
か
し
実
際
に
は
こ

の
時
期
、
傀
儡
政
権
の
自
律
性
は
弱
め
ら
れ
、
日
本
の
国
内
機
関
が
直
接
占
領
地
支

配
に
乗
り
出
し
て
い
た③
。

北
京
が
占
領
さ
れ
る
と
、
多
く
の
教
育
機
関
は
戦
時
首
都
で
あ
っ
た
重
慶
を
中
心

と
す
る
国
民
党
支
配
地
区
へ
と
移
転
し
た
。
中
国
で
は
主
に
、
こ
の
移
転
先
で
学
校

関
係
者
が
直
面
し
た
困
難
や
、
抗
日
活
動
の
奮
闘
の
記
録
を
、
正
統
な
学
校
史
と
し

て
位
置
づ
け
て
い
る④
。
だ
が
実
際
に
は
様
々
な
事
情
で
移
転
が
か
な
わ
ず
、
北
京
に

留
ま
り
、
日
本
の
勢
力
下
に
あ
っ
た
学
校
で
や
む
な
く
教
育
を
受
け
た
り
、
教

を

執
っ
た
り
し
た
教
育
関
係
者
も
少
な
く
な
い⑤
。
こ
う
し
た
日
本
占
領
下
で
展
開
さ
れ

た
学
校
教
育
は
、
中
国
の
研
究
で
は
主
に
日
本
に
よ
る
奴
隷
化
教
育
で
あ
る
と
位
置

づ
け
ら
れ
、
支
配
的
な
教
育
の
下
で
、
苦
悩
、
抵
抗
す
る
教
師
、
学
生
像
が
描
か
れ

て
き
た⑥
。
日
本
に
お
い
て
も
占
領
下
北
京
の
教
育
研
究
は
多
く
の
蓄
積
が
あ
り
、
教

育
を
進
め
る
上
で
、
日
本
国
内
の
諸
機
関
が
現
地
の
教
育
に
参
画
し
た
こ
と
、
当
初

行
政
を
握
っ
て
い
た
北
支
那
方
面
軍
と
日
本
政
府
が
設
置
し
た
興
亜
院
と
の
間
に
確

執
が
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る⑦
。
ま
た
近
年
、
占
領
下
の

少
数
民
族
教
育
や
女
子
教
育
に
も
目
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た⑧
。
た
だ
こ
う
し

た
多
く
の
研
究
の
積
み
重
ね
は
あ
る
も
の
の
、
個
々
の
学
校
に
お
け
る
教
育
の
実
態

を
明
ら
か
に
す
る
作
業
は
ま
だ
十
分
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
臨
時
政
府
の
下
で
教
育
部
直
轄
の
高
等
教
育
機
関
と
し
て
教

育
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
頂
点
に
位
置
づ
け
ら
れ
た⑨
三
校
の
う
ち
の
一
校
、
国
立
北
京
女
子

師
範
学
院
に
注
目
す
る
こ
と
に
す
る
。
同
校
は
当
時
北
京
に
お
け
る
女
子
の
最
高
学

府
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
わ
ず
か
三
年
半
余
り
で
閉
校
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
現
在

で
は
ほ
ぼ
そ
の
存
在
を
知
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
意
図
さ
れ
て
い
た
女
子
教
育
と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
占
領
以
前
の
教
育
と
は
ど
う
い
っ
た

点
で
異
な
り
、
ま
た
ど
う
い
っ
た
点
で
継
続
が
あ
っ
た
の
か
。
臨
時
政
府
及
び
日
本

側
は
女
子
学
生
に
何
を
期
待
し
、ま
た
女
子
学
生
は
そ
れ
を
ど
う
受
け
止
め
た
の
か
。

本
稿
で
は
特
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
当
時
女
子
特
有
の
教

育
と
考
え
ら
れ
て
い
た
家
政
科
教
育
に
注
目
し
な
が
ら
、
以
上
の
点
を
検
証
し
て
い

き
た
い
。【

第
一
章　

国
立
北
京
女
子
師
範
学
院
の
概
要
】

一
九
三
八
年
、臨
時
政
府
は
日
本
の
占
領
で
混
乱
に
陥
っ
た
教
育
機
関
を
「
回
復
」

す
る
と
い
う
名
目
で
、
高
等
教
育
機
関
の
再
編
に
取
り
か
か
っ
た
。
従
来
の
公
立
教

国
立
北
京
女
子
師
範
学
院
に
つ
い
て

―
日
本
占
領
下
北
京
に
お
け
る
女
子
教
育

―

杉　

本　

史　

子



六
六

1636

育
機
関
は
、
臨
時
政
府
に
と
っ
て
不
都
合
な
存
在
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
、
一
律
に
改

組
の
対
象
と
な
り
、
北
京
の
公
立
高
等
教
育
機
関
は
、
三
校
（
国
立
北
京
大
学
、
国
立

北
京
師
範
学
院
、
国
立
北
京
女
子
師
範
学
院
）
に
再
編
さ
れ
た⑩
。
臨
時
政
府
は
師
範
教
育

に
男
女
別
学
の
方
針
を
取
り
入
れ
た
こ
と
か
ら
、
師
範
学
院
は
男
女
共
学
校
に
は
な

ら
ず
、
女
子
の
み
の
高
等
教
育
機
関
と
し
て
国
立
北
京
女
子
師
範
学
院
が
用
意
さ
れ

た
。
同
校
は
従
来
の
北
平
大
学
女
子
文
理
学
院
⑪
（
以
下
、
女
子
文
理
学
院
と
省
略
）
を

受
け
継
ぐ
形
で⑫
、
急
ピ
ッ
チ
で
準
備
が
進
め
ら
れ
、
一
九
三
八
年
三
月
に
新
入
生
が

集
め
ら
れ
、
四
月
に
開
学
式
が
執
り
行
わ
れ
た⑬
。
校
舎
に
は
も
と
国
立
北
京
大
学
法

商
院
の
学
舎
が
使
わ
れ
た
。
同
年
八
月
に
は
、
代
理
院
長
で
あ
っ
た
教
育
部
次
長
の

黎
世

に
代
わ
り
、
九
州
帝
国
大
学
工
学
部
で
応
用
化
学
を
修
め
た
張
愷⑭
が
院
長
に

任
命
さ
れ
た⑮
。

同
校
は
中
等
教
育
機
関
の
女
性
教
員
を
養
成
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
学
校
で
、
高

級
中
学
を
卒
業
す
る
か
、
そ
れ
と
同
等
の
学
力
を
持
つ
者
を
入
学
対
象
者
と
し
て
い

た⑯
。
学
科
に
は
四
年
制
の
文
科
、
理
科
、
家
政
科
が
あ
り
、
さ
ら
に
三
年
制
の
体
育

専
修
科
と
音
楽
専
修
科
を
設
け
て
い
た
。
一
九
三
九
年
に
改
定
さ
れ
た
組
織
大
綱
に

は
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。

第
一
条　

本
学
院
は
東
亜
集
団
の
精
神
及
び
中
国
伝
統
の
美
徳
に
依
り
、
中
等

学
校
の
女
子
教
員
の
資
格
を
持
つ
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

第
二
条　

本
学
院
は
中
華
民
国
臨
時
政
府
の
教
育
方
針
に
従
っ
て
、
実
践
的
訓

練
を
重
視
す
る⑰

第
一
条
の
「
東
亜
集
団
の
精
神
」
が
、
後
の
大
東
亜
共
栄
圏
構
想
に
つ
な
が
る
東
亜

新
秩
序
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
一
方「
中
国
伝
統
の
美
徳
」

と
い
う
言
葉
も
使
わ
れ
、
日
本
の
統
治
で
は
な
い
こ
と
を
内
外
に
示
そ
う
と
し
て
い

る
。
占
領
下
の
華
北
で
は
、
国
民
政
府
の
提
唱
し
た
三
民
主
義
や
共
産
党
の
掲
げ
る

マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
中
国
の
伝
統
文
化
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
に

あ
っ
た⑱
。

第
二
条
に
は
、
臨
時
政
府
の
意
向
に
沿
っ
た
教
育
を
お
こ
な
う
こ
と
が
は
っ
き
り

と
示
さ
れ
て
い
る
。
続
け
て
述
べ
ら
れ
た
「
実
践
的
訓
練
を
重
視
す
る
」
と
い
う
方

針
は
、「
満
洲
国
」
の
教
育
方
針
に
も
類
似
し
た
言
葉⑲
が
あ
り
、
日
本
占
領
下
で
共
通

し
て
強
調
さ
れ
た
教
育
方
針
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
知
識
一
辺
倒
に
な
る
こ
と
な
く
、

す
ぐ
に
実
地
で
使
え
る
技
能
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
す
が
、
実
態
と
し
て

は
理
論
面
を
重
視
し
た
教
学
を
封
じ
る
こ
と
で
、
反
日
活
動
な
ど
を
抑
え
込
む
狙
い

が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る⑳
。

日
本
占
領
下
の
教
育
で
あ
る
こ
と
が
端
的
に
分
か
る
の
は
、
そ
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

で
あ
る
。
文
科
の
日
文
系
（
日
本
語
専
攻
）
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
ど
の
学
科
に
お
い

て
も
日
本
語
の
授
業
は
必
修
と
さ
れ
、
週
に
平
均
し
て
三
、
四
時
間
は
設
け
ら
れ
て

い
た
。
ま
た
す
べ
て
の
学
科
に
お
い
て
「
東
亜
史
論
」
と
い
う
科
目
を
学
ぶ
こ
と
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
「
学
生
に
東
亜
の
文
化
交
流
と
相
互
に
関
わ
る
歴

史
を
知
ら
し
め
、（
中
略
）
中
日
提
携
と
東
亜
の
平
和
に
裨
益
さ
せ
る
こ
と
」
を
目
的

と
し
た
科
目
で
あ
り㉑
、
日
本
の
皇
国
史
観
に
則
っ
た
東
ア
ジ
ア
史
を
教
え
て
い
た
こ

と
が
推
測
さ
れ
る
。
さ
ら
に
同
校
の
文
科
に
は
最
終
学
年
に
「
日
本
文
化
概
論
」
と

い
う
科
目
が
設
け
ら
れ
て
い
た㉒
。

で
は
次
に
学
校
の
校
風
を
見
て
い
き
た
い
。
一
九
四
〇
年
に
北
京
の
華
北
文
化
書

局
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
婦
女
雜
誌
』㉓
に
は
、
し
ば
し
ば
女
学
校
訪
問
記
が
載
せ
ら
れ

て
い
る
が
、
早
く
も
二
期
目
に
「
國
立
北
京
女
子
師
範
學
院
訪
問
記
」（
以
下
、「
訪
問

記
」
と
省
略
）
が
登
場
し
て
い
る㉔
。「
訪
問
記
」
に
は
、
ま
ず
同
校
が
北
京
に
お
け
る

女
子
専
門
教
育
の
最
高
機
関
で
あ
る
と
紹
介
さ
れ
、
規
律
が
整
っ
て
い
る
こ
と
、
設

備
が
充
実
し
て
い
る
こ
と
、
実
践
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
順
を
追
っ
て
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
学
科
と
し
て
特
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
家
政
科
、
体
育
専

修
科
、
音
楽
専
修
科
で
あ
る
。
家
政
科
に
つ
い
て
は
次
章
で
詳
述
す
る
が
、
同
校
で

は
健
康
な
国
民
の
育
成
と
い
う
観
点
か
ら
、体
育
教
育
に
も
力
が
入
れ
ら
れ
て
い
た
。

「
訪
問
記
」
に
は
、
毎
朝
、
院
長
の
か
け
声
の
下
、
す
べ
て
の
学
生
が
早
朝
の
体
操
に
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参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
華
北
の
状
況
を
日

本
向
け
に
紹
介
し
た
グ
ラ
フ
誌
の
『
北
支
』
で
も
、
同
校
の
体
育
専
修
科
の
学
生
た

ち
が
一
斉
に
体
操
す
る
写
真
な
ど
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
槍
投
げ
、体
操
、

棒
高
跳
び
な
ど
を
す
る
女
子
学
生
た
ち
の
写
真
が
五
枚
掲
載
さ
れ
、「
木
馬
、
跳
箱
、

肋
木
の
あ
る
圓
周
二
百
米
の
運
動
場
に
白
シ
ヤ
ツ
に
黑
パ
ン
ツ
の
女
生
徒
の
投
げ
る

槍
は
靑
空
を
截
つ
て
跳
躍
す
る
逞
し
い
脚
は
ア
カ
シ
ア
の
綠
に
映
え
て
ゐ
た
」㉕
と
い

う
説
明
書
き
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
規
律
を
守
ら
せ
、
身
体
を
鍛
え
る

こ
と
が
特
に
重
視
さ
れ
て
お
り
、
対
外
的
に
も
規
律
正
し
く
溌
溂
と
し
た
女
性
像
を

ア
ピ
ー
ル
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
な
お
、
家
政
と
体
育
は
少
数

民
族
に
対
す
る
教
育
の
中
で
も
特
に
重
ん
じ
ら
れ
て
お
り㉖
、
占
領
下
で
共
通
し
て
進

め
ら
れ
た
女
子
教
育
の
方
針
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

学
生
た
ち
に
つ
い
て
は
こ
う
描
か
れ
て
い
る
。

現
在
、
学
生
は
す
で
に
四
、
五
百
人
に
達
し
、
多
く
は
、
二
十
歳
前
後
の
健
康

で
美
し
い
女
性
た
ち
で
あ
る
。
服
装
は
学
校
が
定
め
た
制
服
で
、
す
べ
て
の
学

生
が
そ
れ
を
一
律
に
守
っ
て
い
る
。
清
楚
で
あ
り
少
し
も
派
手
で
浮
つ
い
た
と

こ
ろ
が
な
く
、
高
尚
で
勤
勉
な
精
神
を
よ
く
表
し
て
い
る
。㉗

で
は
定
め
ら
れ
た
服
装
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
戦
時
の
華

北
の
写
真
が
多
数
収
録
さ
れ
て
い
る
「
華
北
交
通
ア
ー
カ
イ
ブ
」
に
は
、
一
九
三
九

年
四
月
に
撮
影
さ
れ
た
と
さ
れ
る
同
校
の
写
真
が
何
枚
か
収
め
ら
れ
て
い
る
。
校
内

を
写
し
た
と
見
ら
れ
る
写
真㉘
に
は
、
伝
統
服
を
ア
レ
ン
ジ
し
た
旗
袍
式
の
ワ
ン
ピ
ー

ス
の
上
に
、
そ
ろ
い
の
上
着
を
着
て
歩
く
女
子
学
生
の
姿
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

中
国
式
の
制
服
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
上
海
で
流
行
し
た

旗
袍
の
よ
う
に
体
の
ラ
イ
ン
を
強
調
し
た
も
の
で
は
な
く
、
少
し
ゆ
っ
た
り
と
し
た

服
装
で
あ
る
。
写
真
か
ら
は
モ
ダ
ン
で
瀟
洒
な
雰
囲
気
は
感
じ
ら
れ
ず
、「
清
楚
」
と

い
う
よ
り
は
少
し
古
め
か
し
い
印
象
さ
え
受
け
る
。

実
際
、こ
れ
が
上
か
ら
抑
え
つ
け
ら
れ
た
だ
け
の
見
せ
か
け
の
「
清
楚
」
さ
や
「
規

律
」
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。『
婦
女
雜
誌
』
の
別
の
記
事
に
は
、「
院
長
の
張
愷

氏
は
し
ば
し
ば
学
生
が
奇
抜
な
服
を
着
た
り
、
パ
ー
マ
を
当
て
た
り
、
ハ
イ
ヒ
ー
ル

を
履
い
た
り
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
ま
た
男
友
達
が
寄
宿
舎
に
来
た
り
す
る
こ
と
な
ど

を
制
限
し
て
い
た
。㉙
」
と
あ
る
。
ま
た
日
本
占
領
下
で
出
さ
れ
た
新
聞
『
新
民
報
』

に
は
、
張
愷
が
学
生
の
管
理
に
頭
を
悩
ま
せ
、
四
〇
年
に
「
入
学
規
定
」
を
改
定
し
、

門
限
や
服
装
、
訪
問
者
の
面
会
時
間
な
ど
を
細
か
く
定
め
直
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て

い
る㉚
。
以
上
か
ら
は
、
モ
ダ
ン
な
装
い
や
男
女
の
交
際
を
厳
し
い
管
理
に
よ
っ
て
封

じ
込
め
て
い
た
、
自
由
の
な
い
校
風
が
浮
か
び
上
が
る
。

で
は
、ど
の
よ
う
な
学
生
た
ち
が
学
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
同
校
は
開
校
当
所
、

新
た
に
募
集
し
た
新
入
生
だ
け
で
な
く
、
学
校
再
編
前
に
存
在
し
て
い
た
三
つ
の
公

立
校
の
学
生
た
ち
を
受
け
入
れ
て
い
た
。
一
つ
は
女
子
文
理
学
院
の
学
生
で
あ
り
、

二
つ
目
は
一
九
三
一
年
に
男
女
共
学
校
と
な
っ
て
い
た
国
立
北
平
師
範
大
学
の
女
子

学
生
、
三
つ
目
は
河
北
省
立
女
子
師
範
学
院
の
学
生
で
あ
っ
た
。
結
果
と
し
て
初
年

度
に
は
新
た
に
募
集
さ
れ
た
二
七
二
人
の
新
学
生
、
女
子
文
理
学
院
か
ら
来
た
二
九

人
の
学
生
、
河
北
省
立
女
子
師
範
学
院
か
ら
来
た
二
七
人
の
学
生
が
、
そ
れ
ぞ
れ
入

学
手
続
き
を
取
り
、さ
ら
に
こ
れ
に
国
立
北
平
師
範
大
学
の
女
子
学
生
が
加
わ
っ
た㉛
。

こ
の
構
成
か
ら
は
、
臨
時
政
府
が
高
等
教
育
機
関
を
再
編
し
た
こ
と
で
、
行
き
場
を

失
っ
た
女
子
学
生
た
ち
が
、
同
校
に
入
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
経
緯
が
読
み
取
れ

る
。で

は
彼
女
た
ち
は
果
た
し
て
華
北
の
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
女
子
学
生
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
当
時
、
日
本
の
支
配
下
に
置
か
れ
る
こ
と
を
望
ま
ず
、
移
転
す
る
だ
け
の

資
金
や
国
民
政
府
と
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
エ
リ
ー
ト
家
族
は
、
す
で
に
重
慶
や

西
北
地
区
な
ど
、
国
民
政
府
の
勢
力
圏
内
へ
と
移
転
を
始
め
て
い
た32
。
ま
だ
北
京
に

残
る
学
生
も
、
日
本
に
よ
る
露
骨
な
教
育
介
入
を
嫌
が
り
、
優
秀
な
学
生
や
要
人
の

子
女
た
ち
は
、
独
自
の
教
育
を
続
け
て
い
た
ミ
ッ
シ
ョ
ン
系
の
私
立
学
校
に
入
ろ
う

と
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
い
う33
。
だ
が
多
く
の
家
庭
に
と
っ
て
、
費
用
の
か
か
る
私
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立
学
校
に
子
女
を
通
わ
せ
る
の
は
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、

国
立
北
京
女
子
師
範
学
院
に
は
公
費
の
補
助
が
あ
り
、
家
計
が
苦
し
く
、
子
供
を
就

学
さ
せ
る
費
用
を
負
担
で
き
な
い
家
庭
は
、
毎
年
一
二
〇
元
の
公
費
を
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
た34
。
こ
の
他
「
平
均
の
成
績
点
数
が
八
五
点
以
上
で
、
ク
ラ
ス
の
中
で
試

験
の
成
績
が
ト
ッ
プ
で
あ
り
、
身
体
が
健
康
で
あ
っ
て
、
品
行
が
正
し
い
者
」
は
、

さ
ら
に
奨
学
金
も
受
け
る
こ
と
が
で
き
た35
。
以
上
か
ら
は
、
家
計
や
家
の
事
情
で
移

転
し
た
り
私
立
学
校
に
通
っ
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
苦
し
い
生
活
の
中
で

も
教
員
を
目
指
そ
う
と
す
る
志
の
あ
る
女
子
学
生
が
同
校
に
集
ま
っ
て
い
た
と
推
測

で
き
る36
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
国
立
北
京
女
子
師
範
学
院
だ
っ
た
が
、
学
校

が
存
在
し
た
の
は
わ
ず
か
な
期
間
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
一
九
四
一
年
十
一
月
、
同
校

は
国
立
北
京
師
範
学
院
に
統
合
さ
れ
る
形
で
閉
校
と
な
っ
た37
。
当
時
、
学
校
の
統
廃

合
を
め
ぐ
る
識
者
の
見
解
が
『
婦
女
雜
誌
』
に
八
頁
に
わ
た
っ
て
大
き
く
掲
載
さ
れ

た38
。
こ
の
記
事
に
よ
る
と
、
事
変
前
に
は
中
等
教
育
機
関
の
教
員
を
養
成
す
る
学
校

と
し
て
、
国
立
北
平
師
範
大
学
が
あ
る
の
み
で
あ
り
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
も
重
な
る
の

で
わ
ざ
わ
ざ
女
性
だ
け
の
学
校
を
作
る
の
は
国
費
の
無
駄
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

た
。
し
か
し
日
本
の
男
女
別
学
教
育
が
成
績
を
上
げ
て
い
た
こ
と
に
鑑
み
、
敢
え
て

女
子
だ
け
の
高
等
教
育
機
関
が
作
ら
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。こ
こ
か
ら
考
え
て
も
、

こ
の
た
び
の
統
合
は
男
女
平
等
教
育
と
い
う
観
点
か
ら
の
男
女
共
学
化
で
は
な
く
、

単
な
る
教
育
予
算
削
減
の
た
め
の
統
合
で
あ
っ
た
こ
と
が
予
想
で
き
る
。
こ
う
し
て

国
立
北
京
女
子
師
範
学
院
は
わ
ず
か
三
年
半
余
り
の
歴
史
を
閉
じ
た
。

【
第
二
章　

国
立
北
京
女
子
師
範
学
院
の
家
政
科
教
育
】

臨
時
政
府
が
当
初
、
男
女
共
学
校
で
は
な
く
、
日
本
の
男
女
別
学
教
育
を
モ
デ
ル

に
、
敢
え
て
女
子
だ
け
の
高
等
教
育
機
関
を
作
っ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
本
章
で

は
男
女
別
学
教
育
体
系
の
中
で
、
特
に
女
子
独
自
の
科
目
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た

家
政
科
教
育
を
見
て
い
く
こ
と
で
、臨
時
政
府
の
狙
い
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

国
民
政
府
下
で
行
わ
れ
て
い
た
女
子
教
育
と
の
連
続
性
も
指
摘
し
た
い
。

国
立
北
京
女
子
師
範
学
院
は
文
科
、
理
科
、
家
政
科
の
三
科
編
成
で
あ
っ
た
が
、

開
校
直
前
ま
で
文
科
、
理
科
の
二
科
編
成
を
想
定
し
て
お
り
、
文
科
の
中
に
家
政
経

済
を
専
門
と
す
る
専
攻
を
組
み
込
む
予
定
で
あ
っ
た
よ
う
だ39
。
と
こ
ろ
が
急
遽
、
家

政
科
を
一
つ
の
科
と
し
て
独
立
さ
せ
、
三
科
を
メ
イ
ン
と
す
る
編
成
へ
と
拡
大
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
詳
し
い
経
緯
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
恐
ら
く
は
女
子
特
有
の
科

目
で
あ
っ
た
家
政
科
を
重
視
す
べ
き
だ
と
い
う
何
ら
か
の
圧
力
が
加
わ
っ
た
結
果
で

あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
設
立
当
初
、
周
辺
地
域
の
女
子
学
生
の
受
け
皿
と
な
っ

た
同
校
が
、
河
北
省
立
女
子
師
範
学
院
の
学
生
を
大
量
に
受
け
入
れ
た
こ
と
も
、
そ

の
要
因
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
河
北
省
立
女
子
師
範
学

院
は
特
に
家
政
科
に
力
を
注
い
だ
学
校
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
家
政
を
専
門
に
学

ぶ
学
生
も
多
数
存
在
し
て
い
た
。

こ
う
し
て
急
ご
し
ら
え
で
設
置
さ
れ
た
家
政
科
で
あ
っ
た
が
、
結
果
と
し
て
は
同

校
の
看
板
学
科
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
先
述
し
た「
訪
問
記
」に
も
真
っ

先
に
家
政
科
関
連
の
施
設
が
紹
介
さ
れ
、「
女
子
に
必
要
な
も
の
は
、
家
事
の
研
究
、

身
体
の
鍛
錬
、
音
楽
の
才
能
の
育
成
で
あ
る
」
と
一
番
初
め
に
家
事
研
究
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る40
。
同
校
の
家
政
科
は
家
事
系
（
専
攻
）
と
経
済
系
に
分
か
れ
て
い
た
。
家
事

系
の
時
間
割
に
は
、
調
理
や
裁
縫
の
他
に
栄
養
学
、
家
庭
看
護
法
な
ど
が
含
ま
れ
、

編
み
物
や
刺
繡
、
染
織
な
ど
の
手
芸
科
目
も
充
実
し
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
は
家
事
の

技
術
を
実
践
的
に
学
ぶ
た
め
の
専
攻
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
一
方
、
経
済
系
の

時
間
割
に
は
統
計
学
や
金
融
論
、
簿
記
、
会
計
な
ど
が
含
ま
れ
、
い
わ
ゆ
る
家
計
管

理
を
中
心
と
し
た
ハ
ウ
ス
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
学
ぶ
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

同
校
で
は
ま
た
家
政
科
の
学
生
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
学
科
の
学
生
が
一
、
二
年

時
に
週
二
回
の
家
政
学
の
科
目
を
学
ぶ
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た41
。
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家
政
科
関
連
の
施
設
も
充
実
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
先
述
の
「
訪
問
記
」
に
は

「
模
範
家
庭
」
と
呼
ば
れ
た
実
習
室
の
様
子
が
描
か
れ
、
裁
縫
教
室
、
調
理
室
の
設
備

も
紹
介
さ
れ
て
い
る42
。「
模
範
家
庭
」
の
狙
い
は
、家
庭
を
模
し
た
部
屋
で
実
習
を
行

わ
せ
、
家
事
全
般
や
中
流
階
層
以
上
で
必
要
と
さ
れ
た
礼
儀
作
法
を
身
に
付
け
さ
せ

る
こ
と
に
あ
っ
た
。『
國
立
北
京
女
子
師
範
學
院
槪
覽
』
に
よ
る
と
、同
校
の
「
模
範

家
庭
」は
寝
室
一
間
、応
接
室
二
間
の
三
部
屋
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
寝
室
に
は
ベ
ッ

ド
、
化
粧
台
、
洋
服
棚
な
ど
が
配
置
さ
れ
て
お
り
、
応
接
室
に
は
、
ソ
フ
ァ
ー
、
長

机
、
ピ
ア
ノ
、
花
瓶
、
本
棚
、
ラ
ジ
オ
な
ど
が
配
置
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
設
備

を
見
る
限
り
で
は
、ほ
ぼ
欧
米
の
生
活
ス
タ
イ
ル
を
模
し
た
部
屋
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

当
時
日
本
の
植
民
地
で
あ
っ
た
台
湾
の
女
学
校
に
お
け
る
家
政
科
の
授
業43
や
和
式
の

作
法
室44
と
は
ず
い
ぶ
ん
様
子
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

他
に
家
政
科
関
連
施
設
と
し
て
、
裁
縫
室
と
調
理
室
が
あ
っ
た
。
裁
縫
室
に
は
長

い
裁
縫
机
が
二
台
置
か
れ
、ミ
シ
ン
も
八
台
用
意
さ
れ
て
い
た
。傍
に
は
学
生
が
作
っ

た
作
品
を
展
示
で
き
る
部
屋
も
あ
っ
た
。
調
理
室
に
は
白
い
琺
瑯
引
き
の
コ
ン
ロ
が

あ
り
、
内
側
に
は
オ
ー
ブ
ン
が
備
え
付
け
ら
れ
て
い
た
。
部
屋
の
角
に
は
蒸
し
焼
き

窯
、
流
し
が
あ
り
、
洗
面
台
に
は
水
道
が
通
っ
て
い
た
。
室
内
に
は
白
い
食
器
棚
や

冷
蔵
庫
も
置
か
れ
て
い
た
。
調
理
の
授
業
は
中
華
、
洋
食
の
二
種
類
に
分
か
れ
て
い

た
た
め
、
調
理
器
具
や
食
器
も
中
華
、
洋
食
の
二
種
類
の
も
の
が
一
通
り
揃
え
ら
れ

て
い
た45
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
中
国
の
中
上
流
家
庭
も
し
く
は
欧
米
の
近
代
家
庭
を

想
定
し
た
も
の
で
、「
模
範
家
庭
」
と
同
様
、
積
極
的
に
日
本
を
感
じ
さ
せ
る
要
素
は

見
当
た
ら
な
い
。

で
は
同
校
の
家
政
科
は
ど
こ
を
モ
デ
ル
と
し
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
の
か
。
以
下

に
中
国
に
お
け
る
家
政
科
教
育
の
変
遷
を
振
り
返
り
な
が
ら
確
認
し
て
い
き
た
い
。

清
末
か
ら
民
国
初
期
に
か
け
て
、
中
国
で
は
日
本
の
教
育
が
モ
デ
ル
と
し
て
取
り

入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
女
子
教
育
も
同
じ
で
あ
り
、

一
九
一
〇
年
代
半
ば
ま
で
は
、
日
本
か
ら
取
り
入
れ
た
良
妻
賢
母46
を
育
て
る
と
い
う

教
育
が
主
流
で
あ
っ
た
。
他
方
、
中
国
で
は
近
代
女
子
教
育
の
成
立
当
初
か
ら
、
女

性
に
家
庭
内
で
の
役
割
を
求
め
る
だ
け
で
な
く
、
直
接
社
会
と
関
わ
る
こ
と
が
強
く

期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る47
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
日
本
モ
デ
ル
の

良
妻
賢
母
教
育
は
、
五
四
新
文
化
運
動
期
に
な
る
と
急
速
に
批
判
の
対
象
と
な
り
、

学
校
に
よ
っ
て
は
良
妻
賢
母
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
家
政
科
を
必
修
科
目
か
ら
選
択
科

目
へ
と
格
下
げ
す
る
動
き
も
見
ら
れ
た48
。
だ
が
国
民
政
府
が
一
九
二
九
年
に
「
女
子

教
育
は
健
全
な
徳
性
の
陶
冶
、
母
性
の
特
質
の
保
持
、
な
ら
び
に
良
好
な
家
庭
生
活

及
び
社
会
生
活
の
建
設
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」49
と
い
う
方
針
を
掲
げ
、
い

わ
ゆ
る
「
母
性
教
育
」
を
始
め
る
と
、
科
学
重
視
の
声
と
相
ま
っ
て
、
家
政
科
を
重

視
す
る
声
は
再
び
強
ま
っ
て
い
く
。
こ
う
し
て
三
〇
年
代
後
半
に
は
、
高
等
教
育
機

関
に
お
け
る
「
家
政
科
教
育
の
黄
金
期
」
が
到
来
し
た50
。
だ
が
こ
の
時
期
に
は
す
で

に
教
育
制
度
そ
の
も
の
が
ア
メ
リ
カ
モ
デ
ル
へ
と
移
行
し
て
お
り
、
家
政
科
教
育
も

も
は
や
日
本
を
モ
デ
ル
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
家
政
学
を
取
り
入
れ
た

も
の
へ
と
変
貌
し
て
い
た
。

中
華
民
国
期
に
家
政
の
専
門
学
科
を
設
け
た
高
等
教
育
機
関
は
合
わ
せ
て
十
四
校

あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
学
科
が
設
置
さ
れ
た
の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
「
母
性
教
育
」
が

掲
げ
ら
れ
た
二
〇
年
代
末
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
り
、
四
〇
年
代
に

入
っ
て
か
ら
も
な
お
新
た
に
四
校
に
家
政
学
科
が
新
設
さ
れ
て
い
る51
。
日
中
戦
争
期

の
国
民
党
支
配
地
区
に
お
い
て
も
、
家
政
科
重
視
の
傾
向
は
続
い
て
お
り52
、
む
し
ろ

そ
の
必
要
性
は
よ
り
強
ま
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
こ
こ
で
家
政
科
を
特
に
重
視
し
た
高
等
教
育
機
関
と
し
て
知
ら
れ
る
天
津

の
河
北
省
立
女
子
師
範
学
院
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
学
校
は
も
と
も
と
家
政
の
専
門

学
校
を
作
り
た
い
と
考
え
て
い
た
教
育
家
、
斉
国

に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
。
初
代

院
長
で
あ
る
斉
国

は
、
辛
亥
革
命
の
時
期
を
は
さ
み
二
度
、
広
島
高
等
師
範
学
校

に
留
学
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
日
本
の
女
性
が
家
庭
で
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
る

の
を
目
に
し
、帰
国
後
に
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
を
卒
業
し
た
教
員
を
招
聘
し
て
、
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女
子
の
家
事
実
用
教
育
に
力
を
入
れ
た53
。
一
九
二
一
年
、
斉
は
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
に

留
学
し
、
そ
こ
で
も
家
政
科
教
育
の
重
要
性
を
再
認
識
す
る54
。
帰
国
後
、
彼
は
「
女

子
家
政
芸
術
学
院
」
の
創
設
を
行
政
に
申
請
し
続
け
、
一
九
二
九
年
、
よ
う
や
く
北

伐
後
に
成
立
し
た
省
政
府
に
よ
っ
て
、
河
北
省
立
女
子
師
範
学
院
の
中
に
家
政
学
科

を
設
け
る
と
い
う
形
で
許
可
が
下
り
た55
。
斉
は
ア
メ
リ
カ
で
家
政
学
を
学
ん
だ
教
員

た
ち
を
招
聘
し
、
院
内
に
中
華
と
洋
食
の
両
方
が
作
れ
る
大
き
な
調
理
室
を
設
置
す

る
な
ど
し
て
施
設
の
拡
充
や
実
践
教
育
に
力
を
注
い
だ
。
こ
う
し
て
同
校
の
家
政
科

教
育
は
広
く
世
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
だ
が
一
九
三
七
年
、
同
校
は
日
本
軍

の
天
津
攻
撃
に
よ
り
焼
失
し
て
し
ま
う
。
斉
は
学
生
と
と
も
に
西
安
に
避
難
し
、
西

安
臨
時
大
学
の
中
に
家
政
学
科
を
組
み
込
み
、
そ
こ
で
教
育
を
続
け
た56
。

だ
が
一
方
で
天
津
に
残
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
教
員
、
学
生
も
多
数
い
た
。
国
立

北
京
女
子
師
範
学
院
が
設
立
当
初
、
河
北
省
立
女
子
師
範
学
院
か
ら
ま
と
ま
っ
た
数

の
学
生
を
受
け
入
れ
て
い
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
両
校
は
ま
た
地
理
的
に
近
い
こ

と
も
あ
り
、
教
員
間
の
異
動
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
国
立
北
京
女
子
師
範
学
院
で
文
科

教
授
と
図
書
館
主
任
を
務
め
た
戎
春
田57
は
、
河
北
省
立
女
子
師
範
学
院
で
教

を

執
っ
た
経
験
が
あ
り58
、
国
立
北
京
女
子
師
範
学
院
の
家
政
科
講
師
と
な
っ
た
孫
萃
中59

は
河
北
省
立
女
子
師
範
学
院
の
卒
業
生
で
あ
っ
た60
。
ま
た
先
述
し
た
国
立
北
京
女
子

師
範
学
院
の
家
政
科
関
連
施
設
は
、
斉
が
力
を
入
れ
て
作
っ
た
施
設
と
多
く
の
点
で

類
似
し
て
い
る
。
以
上
の
点
か
ら
、
国
立
北
京
女
子
師
範
学
院
の
家
政
科
は
、
河
北

省
立
女
子
師
範
学
院
の
家
政
科
教
育
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。

臨
時
政
府
の
下
で
進
め
ら
れ
た
国
立
北
京
女
子
師
範
学
院
で
の
家
政
科
重
視
の
教

育
方
針
は
、日
本
モ
デ
ル
の
良
妻
賢
母
教
育
を
復
活
さ
せ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、

実
は
国
民
政
府
の
時
期
に
進
め
ら
れ
た
女
子
教
育
の
流
れ
と
重
な
る
部
分
も
あ
っ

た
。
河
北
省
立
女
子
師
範
学
院
の
家
政
科
は
ア
メ
リ
カ
家
政
学
が
モ
デ
ル
で
は
あ
っ

た
が
、
家
庭
を
整
え
る
こ
と
で
国
家
に
貢
献
さ
せ
る
と
い
う
女
子
教
育
の
方
針
は
、

男
女
別
学
教
育
を
推
進
し
よ
う
と
し
た
臨
時
政
府
の
方
針
と
も
合
致
し
て
お
り
、
こ

れ
が
都
合
良
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

だ
が
あ
く
ま
で
も
中
国
の
女
子
高
等
教
育
機
関
に
お
け
る
教
育
目
的
は
、
直
接
社

会
活
動
に
参
加
し
、
国
家
に
貢
献
で
き
る
女
性
を
育
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
河
北

省
立
女
子
師
範
学
院
の
家
政
学
科
で
も
、
学
生
に
は
教
育
界
で
活
躍
し
、
都
市
や
農

村
の
地
域
発
展
に
貢
献
す
る
こ
と
を
強
く
求
め
て
い
た61
。
他
校
の
家
政
学
科
で
も
、

そ
の
目
的
は
「
家
庭
の
科
学
的
な
管
理
を
学
ん
だ
専
門
家
を
育
成
し
、
社
会
に
貢
献

す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
夫
や
子
供
中
心
の
訓
練
を
す
る
こ
と
で
は
な
い
」
と
は
っ
き

り
述
べ
ら
れ
て
い
る62
。
こ
れ
は
言
い
換
え
る
と
、
そ
う
銘
打
た
な
け
れ
ば
、
女
性
を

家
に
押
し
戻
そ
う
と
す
る
保
守
的
な
教
育
で
あ
る
と
の
レ
ッ
テ
ル
が
貼
ら
れ
て
し
ま

う
恐
れ
が
あ
っ
た
か
ら
で
も
あ
る63
。
で
は
果
た
し
て
国
立
北
京
女
子
師
範
学
院
で
行

わ
れ
た
教
育
も
、
家
庭
の
主
婦
で
は
な
く
、
専
門
家
の
育
成
と
い
う
点
に
重
き
が
置

か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
異
な
る
史
料
を
用
い
て
検
証
し
て
い
き
た

い
。

【
第
三
章　

旅
行
記
か
ら
見
る
日
本
の
女
子
教
育
へ
の
眼
差
し
】

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
日
本
、
中
国
と
も
に
近
代
女
子
教
育
の
中
に
は
、

多
か
れ
少
な
か
れ
良
妻
賢
母
を
育
成
す
る
狙
い
が
含
ま
れ
て
い
た
。
だ
が
双
方
が
そ

れ
ぞ
れ
家
庭
の
主
婦
の
育
成
に
ど
の
程
度
の
重
き
を
置
き
、
ま
た
社
会
に
お
け
る
貢

献
を
ど
の
程
度
求
め
て
い
た
の
か
は
、
国
ご
と
に
分
か
れ
た
資
料
か
ら
は
判
別
し
づ

ら
い
。
そ
こ
で
本
章
と
次
章
で
は
比
較
の
視
点
を
導
入
す
る
た
め
に
、
国
立
北
京
女

子
師
範
学
院
の
学
生
自
身
が
書
い
た
日
本
見
学
旅
行
記
を
取
り
上
げ
た
い
。

一
九
四
一
年
一
月
、
国
立
北
京
女
子
師
範
学
院
の
三
二
人
の
学
生
は
四
人
の
引
率

教
員
と
と
も
に
約
三
週
間
の
日
本
見
学
旅
行
に
出
た64
。
当
時
、
華
北
の
教
育
機
関
で

は
、学
生
や
教
員
た
ち
に
日
本
の
文
化
や
「
進
ん
だ
」
技
術
を
知
ら
し
め
る
た
め
に
、
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し
き
り
に
日
本
見
学
旅
行
や
日
本
研
修
を
進
め
て
い
た65
。同
校
の
旅
行
は
ま
さ
に
日
本

の
占
領
地
経
営
を
担
当
し
た
内
閣
直
属
機
関
で
あ
る
興
亜
院
が
主
催
し
た
も
の
で66
、

今
も
彼
女
た
ち
の
旅
の
記
録
が
旅
行
記67
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
旅

行
記
は
日
本
側
、
特
に
興
亜
院
関
係
者
に
見
せ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
書
か
れ
た
も

の
で
あ
り
、
史
料
的
に
は
十
分
な
注
意
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
も

な
お
、
そ
こ
に
は
日
本
側
が
見
せ
た
か
っ
た
女
子
教
育
像
が
写
し
出
さ
れ
て
い
る
と

同
時
に
、
同
校
の
学
生
の
目
を
通
し
て
見
た
日
本
の
女
子
教
育
の
特
徴
も
あ
る
程
度

反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
本
章
で
は
ま
ず
同
校
の
女
子
教
育
機
関

へ
の
訪
問
記
録
を
中
心
と
し
て
、
日
中
に
お
け
る
女
子
教
育
の
と
ら
え
方
の
違
い
の

一
端
を
見
て
い
く
。

先
述
し
た
よ
う
に
日
本
占
領
下
の
華
北
で
は
、
多
く
の
学
生
旅
行
団
が
日
本
に
送

り
込
ま
れ
て
い
た
が
、
同
校
の
旅
行
に
は
特
に
「
女
子
向
き
」
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
組

み
込
ま
れ
て
い
た
。
旅
行
中
、彼
女
た
ち
は
八
校
の
教
育
機
関68
を
見
学
し
て
い
る
が
、

そ
の
う
ち
の
半
数
が
女
子
校
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
男
子
を
対
象
と
し
た
旅
行
と
の
大

き
な
違
い
が
見
受
け
ら
れ
る
。

彼
女
た
ち
が
教
育
機
関
の
中
で
一
番
初
め
に
訪
問
し
た
の
が
、
東
京
家
政
学
院
で

あ
っ
た
。
東
京
家
政
学
院
は
日
本
の
家
政
科
教
育
の
第
一
人
者
で
あ
る
大
江
ス
ミ
が

一
九
二
五
年
に
創
設
し
た
学
校
で
あ
る
。大
江
は
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し
た
経
験
か
ら
、

現
地
の
実
地
訓
練
を
重
ん
じ
た
家
政
学
を
日
本
式
に
編
成
し
直
し
、
日
本
の
家
政
学

の
基
礎
を
作
り
上
げ
た
教
育
者
と
し
て
知
ら
れ
る69
。
こ
の
学
校
を
、
日
本
に
お
け
る

学
校
訪
問
の
最
初
に
持
っ
て
き
た
と
こ
ろ
に
、主
催
者
側
の
意
図
が
透
け
て
見
え
る
。

で
は
学
生
側
は
こ
の
訪
問
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
た
の
だ
ろ
う
か
。
家
政
科
家

事
系
三
年
生
の
Ｔ
Ｒ
70

は
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

東
京
に
着
い
た
三
日
目
に
、家
政
学
院
を
参
観
し
た
。（
中
略
）
当
校
の
目
的
は
、

学
問
と
技
術
を
持
っ
た
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
で
、
裁
縫
、
料
理
、
洗
濯
、
掃

除
な
ど
種
々
の
技
術
を
細
大
漏
ら
さ
ず
大
事
に
し
て
い
る
。
卒
業
後
、
社
会
に

貢
献
す
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
勤
倹
な
主
婦
と
な
る
こ
と
も
で
き
る
。
裁
縫
や

料
理
な
ど
の
技
術
は
学
問
と
無
関
係
だ
と
考
え
る
人
も
い
る
が
、事
実
は
違
う
。

（
中
略
）
日
本
で
は
女
子
の
家
政
教
育
が
、
と
て
も
重
視
さ
れ
て
い
る
。
我
が
国

で
は
、
こ
れ
ま
で
天
津
の
河
北
省
立
女
子
師
範
学
院
院
長
で
あ
る
斉
璧
亭71
先
生

が
、
家
政
教
育
を
提
唱
し
た
こ
と
が
あ
り
、
同
校
に
家
政
科
を
設
け
た
。
そ
の

設
備
は
完
璧
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、残
念
な
こ
と
に
ほ
ど
な
く
停
止
と
な
っ
た
。

現
在
、
二
、
三
の
大
学
で
家
政
学
科
は
あ
る
が
、
経
済
的
な
理
由
で
、
設
備
が

不
完
全
な
部
分
が
多
く
、
授
業
も
行
き
届
い
て
い
な
い
。
日
本
の
家
政
学
院
で

行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
授
業
は
、
中
国
に
も
適
し
て
お
り
、
増
や
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
。72

こ
こ
か
ら
は
、
当
時
中
国
で
「
裁
縫
や
料
理
は
学
問
と
無
関
係
だ
と
考
え
る
」
意
見

が
根
強
く
、
家
政
科
教
育
が
提
唱
さ
れ
て
は
い
た
が
、
決
し
て
重
視
は
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
第
二
章
で
述
べ
た
斉
国

の
名
も
見
ら
れ
、
彼
が
家

政
科
教
育
に
尽
力
し
た
が
、
そ
れ
が
頓
挫
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
Ｔ
Ｒ
は
家
政
学
院
の
こ
と
を
詳
し
く
述
べ
て
い
る
が
、
実
は
彼
女
以

外
に
同
校
の
こ
と
を
記
し
た
学
生
は
い
な
い
。
残
る
学
生
は
日
本
の
総
合
的
な
印
象

の
中
で
、家
政
科
教
育
に
部
分
的
に
触
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、

旅
行
を
引
率
し
た
中
国
人
の
女
性
教
員
は
、
日
本
の
家
政
科
教
育
そ
の
も
の
を
否
定

的
に
捉
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
る
文
章
を
残
し
て
い
る
。

大
抵
の
日
本
女
性
は
み
な
家
庭
に
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
中
等
以
上

の
学
校
の
科
目
に
は
、
ど
こ
も
家
事
科
が
含
ま
れ
て
お
り
、
礼
儀
作
法
、
料
理

裁
縫
、
染
織
、
掃
除
、
部
屋
の
配
置
な
ど
を
習
う
。
女
子
の
大
学
校
を
称
す
る

と
こ
ろ73
で
も
、
こ
の
科
目
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
よ
っ
て
我
が
国
か
ら

遊
学
し
て
き
た
女
子
学
生
の
多
く
は
、
風
俗
習
慣
が
異
な
る
た
め
、
こ
の
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
に
は
興
味
を
示
さ
な
い
。（
中
略
）日
本
は
家
庭
を
主
体
と
し
て
お
り
、

女
性
教
員
に
対
し
て
も
家
庭
常
識
の
指
導
に
動
き
を
置
い
て
い
る
こ
と
は
、
言
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う
ま
で
も
な
い
。
日
本
人
の
日
常
生
活
の
点
か
ら
言
う
と
、
見
習
う
べ
き
と
こ

ろ
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
日
本
の
中
等
家
庭
で
は
め
っ
た
に
使
用
人
を
雇
わ
ず
、

一
切
の
仕
事
は
主
婦
が
負
担
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
部
屋
の
し
つ
ら
え
、
衣
服

の
洗
濯
、
調
理
の
方
法
、
娯
楽
や
貯
蓄
の
計
算
、
客
の
も
て
な
し
な
ど
、
す
べ

て
に
一
定
の
や
り
方
が
あ
る
。
こ
れ
は
一
つ
の
家
だ
け
で
な
く
、
ど
の
家
も
そ

う
で
あ
り
、
一
律
に
規
律
化
さ
れ
た
家
庭
を
作
り
上
げ
て
い
る
。（
中
略
）
つ
ま

り
、
日
本
が
今
日
強
国
と
な
っ
た
の
は
、
教
育
機
構
が
「
学
ん
で
実
際
に
役
立

た
せ
る
」方
法
を
採
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
、高
く
評
価
せ
ざ
る
を
得
な
い
。74

こ
れ
を
書
い
た
の
は
律
影
潭
と
い
う
講
師
で
、
四
人
い
た
引
率
教
員
の
中
で
唯
一
の

女
性
教
員
で
あ
っ
た
。
彼
女
の
経
歴
は
不
明
だ
が
、
旅
行
中
し
ば
し
ば
学
生
と
間
違

わ
れ
て
い
る75
こ
と
か
ら
、
若
手
の
教
員
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
律
影
潭
は

日
本
の
女
子
教
育
が
中
等
、
高
等
教
育
を
問
わ
ず
家
政
科
教
育
を
重
視
し
て
い
る
こ

と
、
実
践
を
重
視
し
、
主
婦
自
ら
の
手
で
行
う
べ
き
家
事
の
細
か
な
ノ
ウ
ハ
ウ
が
教

育
現
場
で
伝
授
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
規
律
化
さ
れ
た
家
庭
を
作
る
」
こ
と

こ
そ
が
、
日
本
の
女
子
教
育
の
目
標
の
一
つ
で
あ
る
と
鋭
く
見
抜
い
て
い
る
。
最
終

的
に
日
本
の
女
子
教
育
を
称
賛
す
る
よ
う
な
結
論
を
導
き
出
し
て
は
い
る
が
、
彼
女

自
身
は
日
本
の
女
子
教
育
を
批
判
的
、
懐
疑
的
に
見
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
文
の

端
々
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
。

従
来
、近
代
中
国
の
女
子
教
育
は
、成
立
当
初
よ
り
社
会
で
活
躍
す
る
女
性
エ
リ
ー

ト
を
養
成
す
る
こ
と
に
期
待
が
寄
せ
ら
れ
、
と
も
す
れ
ば
家
政
科
教
育
は
女
性
を
家

庭
に
閉
じ
込
め
よ
う
と
す
る
遅
れ
た
教
育
で
あ
る
と
批
判
を
浴
び
た
こ
と
は
先
に
述

べ
た
。
そ
れ
に
は
中
層
以
上
の
家
庭
で
は
、
家
事
は
使
用
人
の
す
る
も
の
で
あ
り
、

教
育
を
受
け
た
女
性
が
担
う
べ
き
役
割
だ
と
い
う
認
識
が
薄
か
っ
た
こ
と
も
関
わ
っ

て
い
る76
。
そ
れ
に
対
し
日
本
で
は
、
教
育
の
現
場
に
お
い
て
も
階
層
差
よ
り
む
し
ろ

性
別
役
割
分
業
の
方
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
た
。
同
校
の
旅
行
記
に
も
、
日
本

の
教
育
に
見
ら
れ
る
色
濃
い
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
を
指
摘
し
た
も
の
が
い
く
つ
か
あ

る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
は
は
っ
き
り
と
こ
う
述
べ
て
い
る
。

（
私
が
特
に
氣
を
付
け
た
事
は
）
女
子
教
育
の
專
門
化
と
云
ふ
事
で
す
。
女
子
は
先

天
的
に
男
子
と
異
る
爲
に
、
其
の
本
能
と
し
て
の
要
求
も
一
樣
で
な
い
と
云
ふ

建
前
で
、
女
子
に
對
し
て
は
、
歐
米
の
共
同
教
育
制
度
を
採
ら
ず
し
て
、
男
子

と
は
別
に
其
の
性
情
に
順
應
し
、
そ
の
本
能
に
適
合
し
た
教
育
を
施
し
、
以
て

女
子
の
天
職
を
遺
憾
な
く
果
し
得
る
や
う
に
爲
す
と
云
ふ
方
針
は
、
最
も
贊
成

す
べ
き
も
の
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
。77

つ
ま
り
彼
女
た
ち
が
目
に
し
た
日
本
国
内
の
女
子
教
育
は
、
男
女
別
学
教
育
を
採
用

し
て
い
た
臨
時
政
府
の
方
針
と
比
べ
て
も
な
お
、
明
白
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
を
前
面

に
打
ち
出
し
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
家
事
は
女
性
自
ら

が
す
べ
き
仕
事
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
中
等
、
高
等
教
育
の
現
場
で
も
そ
の
方

針
が
徹
底
さ
れ
て
い
た
。
北
京
か
ら
来
た
学
生
た
ち
は
、
学
校
の
中
に
お
い
て
す
ら

「
家
事
」
の
類
を
使
用
人
に
頼
ら
な
い
日
本
の
女
子
学
生
の
姿
勢
を
、「
勤
労
」「
勤

勉
」「
勤
倹
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
褒
め
称
え
て
い
る
。

特
に
日
本
國
内
に
於
け
る
學
生
に
見
ら
れ
る
勤
勞
愛
好
の
精
神
こ
そ
、
私
を
し

て
最
も
敬
服
に
値
ひ
す
べ
き
も
の
と
感
せマ

マ

さ
せ
ま
し
た
。
彼
等
は
勞
作
を
以
つ

て
一
種
の
美
德
と
し
て
神
聖
視
し
、
學
業
に
專
心
奮
勵
す
る
外
に
、
肉
體
上
の

勞
を
も
自
分
等
の
天
職
と
し
て
厭
つ
て
居
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
學
校
内
に
於

け
る
掃
除
が
よ
く
出
來
て
ゐ
る
こ
と
、
進
ん
で
そ
れ
を
擔
當
し
て
を
る
こ
と
で

い
は
れ
ま
す
。
或
日
、
大
阪
の
或
學
校
の
前
を
通
つ
た
時
、
大
勢
の
生
徒
が
、

帚
を
手
に
握
つ
て
、
お
掃
除
を
し
て
を
る
樣
子
を
見
て
、
中
國
女
性
と
い
ふ
立

場
か
ら
、
ほ
ん
と
に
涙
ぐ
ま
し
く
感
じ
ま
し
た
。
そ
の
他
、
學
校
に
よ
れ
ば
、

生
徒
が
全
校
の
炊
事
を
擔
當
し
、
宿
舎
の
清
潔
整
理
も
各
々
分
擔
し
て
を
る
と

聞
き
ま
し
た
。
勞
作
更
に
ス
ポ
ー
ツ
の
訓
練
に
よ
つ
て
學
生
一
同
み
ん
な
健
壯

な
體
格
と
潑
溂
と
し
た
精
神
を
築
げマ

マ

上
げ
て
ゐ
る
こ
と
は
疑
ひ
な
い
と
こ
ろ
で

せ
う
。78
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学
生
自
ら
が
掃
除
を
す
る
と
い
う
日
本
の
学
校
の
光
景
は
、
彼
女
た
ち
に
は
「
涙
ぐ

ま
し
く
」
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
珍
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
こ
れ
を

書
い
た
Ｔ
Ｒ
は
、「
勤
勞
」
精
神
を
称
賛
す
る
だ
け
で
な
く
、
家
事
労
働
を
す
る
こ
と

に
よ
り
、
身
体
も
鍛
え
ら
れ
る
と
い
う
論
を
展
開
し
て
い
る
。
家
政
と
体
育
は
一
見

す
る
と
、
性
質
の
異
な
る
教
育
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
近
代
国
家
に
貢
献

す
る
女
性
の
育
成
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
お
り
、
彼
女
の
中
で
も
同
一
の
ロ
ジ
ッ

ク
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
国
立
北
京
女
子
師
範
学

院
で
家
政
科
教
育
と
体
育
教
育
に
特
に
力
が
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
思
い
起
こ
さ

せ
る
。
家
庭
に
お
け
る
貢
献
と
健
康
な
身
体
と
い
う
の
は
、
戦
時
下
の
両
国
で
と
も

に
女
性
に
求
め
ら
れ
た
資
質
で
も
あ
っ
た
。

以
上
、
彼
女
た
ち
の
日
本
の
女
子
教
育
に
対
す
る
印
象
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
一

つ
目
に
は
家
政
科
教
育
に
代
表
さ
れ
る
男
女
の
性
別
役
割
分
業
が
は
っ
き
り
し
て
い

た
こ
と
、
二
つ
目
に
は
理
論
よ
り
も
す
ぐ
に
役
立
つ
実
践
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
こ

と
、
三
つ
目
に
は
使
用
人
を
置
か
ず
、
女
性
自
ら
が
家
事
を
す
る
勤
労
の
精
神
が
貫

か
れ
て
い
た
こ
と
、
と
い
う
三
つ
の
特
徴
が
挙
げ
ら
れ
る
。
当
時
、
中
国
で
も
国
民

政
府
の
「
母
性
教
育
」
な
ど
の
影
響
に
よ
り
、
家
政
科
は
復
活
し
て
い
た
が
、
そ
れ

で
も
彼
女
た
ち
の
目
に
は
、
女
性
に
家
庭
内
役
割
を
求
め
よ
う
と
す
る
日
本
の
女
子

教
育
の
方
針
が
、
よ
り
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
彼
女
た

ち
は
い
ず
れ
も
、
日
本
の
素
晴
ら
し
さ
を
見
せ
る
と
い
う
主
催
者
側
の
意
図
を
酌
ん

で
、
日
本
の
女
子
教
育
を
称
賛
す
る
言
葉
を
並
べ
て
い
る
。
確
か
に
教
育
現
場
で
家

事
の
技
術
を
一
つ
一
つ
丁
寧
に
伝
え
る
実
践
重
視
の
教
育
方
針
が
、
あ
る
意
味
で
新

鮮
に
映
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
だ
が
高
等
教
育
を
受
け
、
エ
リ
ー

ト
の
卵
を
自
認
す
る
女
子
学
生
た
ち
が
、
そ
の
ま
ま
家
庭
生
活
に
直
結
す
る
日
本
の

女
子
教
育
を
、
自
分
た
ち
の
目
標
と
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。

【
第
四
章　

働
く
女
性
へ
の
眼
差
し
】

前
章
で
は
日
本
の
女
子
教
育
機
関
を
訪
問
し
た
同
校
の
学
生
の
と
ら
え
方
を
中
心

に
見
て
き
た
。
だ
が
実
は
日
本
の
良
妻
賢
母
育
成
型
の
女
子
教
育
方
針
に
興
味
を
示

し
た
の
は
、
家
政
科
の
学
生
な
ど
、
ご
く
わ
ず
か
な
人
数
に
限
ら
れ
て
い
た
。
彼
女

た
ち
の
多
く
は
、
む
し
ろ
日
本
の
至
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
た
働
く
社
会
人
女
性
に
関

心
を
寄
せ
て
い
た
。
旅
行
記
に
は
一
九
四
一
年
当
初
の
日
本
社
会
が
北
京
の
学
生
の

目
を
通
し
て
、
鮮
や
か
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
が
、
中
で
も
働
く
日
本
女
性
に
つ
い

て
の
描
写
が
ひ
と
き
わ
多
く
、
精
彩
を
放
っ
て
い
る
。

体
育
専
修
科
Ｌ
Ｆ
が
書
い
た
旅
行
記
の
タ
イ
ト
ル
は
ま
さ
に
、「
職
業
婦
人
を
中
心

と
し
て
」
で
あ
っ
た
。

女
性
は
温
柔
に
し
て
和
靄
、
安
靜
に
し
て
典
雅
職
業
婦
人
が
多
い
。
彼
等
は
か

ひ
が
ひ
し
く
各
商
店
、
食
堂
、
旅
舘
、
各
交
通
會
社
、
電
車
車
掌
バ
ス
案
内
係

り
等
と
し
て
働
い
て
ゐ
る
。
女
性
治
内
の
功
は
實
に
世
界
女
性
の
牛
耳
で
あ
る

こ
と
を
、
目
の
あ
た
り
に
見
、
實
に
羨
し
く
感
じ
た
。79

彼
女
の
目
に
は
行
く
先
々
で
「
か
ひ
が
ひ
し
く
」
働
く
社
会
人
女
性
が
映
り
、「
羨
ま

し
く
」
感
じ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
文
科
で
日
本
語
を
学
ぶ
Ｙ
Ｚ
は
「
日
本
女
性

の
活
動
」
と
題
し
、
も
う
少
し
具
体
的
に
記
し
て
い
る
。

私
が
旅
行
中
つ
ね
に
感
心
致
し
ま
し
た
の
は
、
日
本
の
婦
人
に
對
し
色
々
な
職

業
が
開
放
せ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
御
座
い
ま
し
た
。
例
へ
ば
、
各
商
店
に
行
く

と
、
す
ぐ
優
し
い
女
店
員
が
澤
山
見
ら
れ
ま
す
。
又
、
電
車
や
バ
ス
の
中
で
は
、

や
は
り
女
が
切
符
を
賣
つ
て
を
り
、
遊
覽
バ
ス
で
は
、
い
ゝ
聲
で
經
過
す
る
處

を
詳
し
く
説
明
し
て
く
れ
ま
す
。
目
に
入
る
女
事
務
員
達
は
皆
一
生
懸
命
に
働

い
て
ゐ
ま
す
。
こ
の
日
本
婦
人
の
勤
勉
と
い
ふ
こ
と
は
、
私
ど
も
の
感
じ
た
點

で
御
座
い
ま
す
。
日
本
の
富
強
の
一
つ
の
原
因
は
、
こ
の
や
う
な
婦
人
の
よ
く
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働
く
點
で
は
な
い
か
と
考
へ
ま
し
た
。80

Ｌ
Ｆ
と
Ｙ
Ｚ
は
そ
れ
ぞ
れ
日
本
の
女
性
の
職
業
と
し
て
、
店
員
、
仲
居
、
車
掌
、
バ

ス
ガ
イ
ド
、
会
社
や
役
所
に
お
け
る
事
務
職
員
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
実
は
こ
の
日

本
の
女
性
た
ち
の
社
会
進
出
は
、
戦
時
下
に
お
け
る
比
較
的
急
激
な
変
化
で
も
あ
っ

た
。
当
時
、
日
本
は
ま
だ
太
平
洋
戦
争
に
は
突
入
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も

長
引
く
日
中
戦
争
の
戦
線
に
多
く
の
成
人
男
性
が
動
員
さ
れ
て
お
り
、
政
府
は
未
婚

女
性
を
対
象
と
し
た
労
務
動
員
を
強
化
し
始
め
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た81
。
つ
ま
り
戦
時

の
労
働
力
不
足
を
背
景
に
、
日
本
社
会
で
も
女
性
に
国
家
の
た
め
に
家
の
外
に
出
て

働
く
こ
と
を
急
速
に
奨
励
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
一
九
四
一
年
当
時
の
北
京
で
も
、
決
し
て
む
や
み
に
女
性
を
家
に
閉
じ
込

め
よ
う
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
雑
誌
に
は
社
会
で
働
く
女
性
た
ち
の

姿
が
ひ
ん
ぱ
ん
に
紹
介
さ
れ
、
日
本
と
同
様
に
戦
時
体
制
の
下
で
女
性
も
社
会
に
出

て
貢
献
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た82
。
だ
が
そ
れ
で
も
、
特
に
北
京
を
中
心
と
す

る
北
方
で
は
、
中
等
以
上
の
教
育
を
受
け
た
女
性
の
職
業
は
、
教
員
な
ど
依
然
狭
い

範
囲
に
限
ら
れ
て
い
た
の
が
現
状
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
彼
女
た
ち
に
と
っ
て
、
多

少
な
り
と
も
教
養
を
活
か
す
こ
と
の
で
き
る
職
場
は
魅
力
的
に
映
っ
た
よ
う
だ
。

彼
女
た
ち
の
旅
行
記
の
中
に
は
、
日
本
女
性
の
家
庭
に
お
け
る
働
き
と
、
社
会
に

お
け
る
働
き
の
両
方
に
言
及
し
た
も
の
も
複
数
あ
る
。

私
が
最
も
感
じ
た
點
は
、
日
本
の
女
性
が
よ
く
働
く
と
い
ふ
こ
と
で
ご
ざ
い
ま

し
た
。
家
庭
に
於
て
も
、
社
會
に
於
て
も
、
皆
骨
折
つ
て
働
い
て
居
り
、
特
に

子
女
の
教
育
に
つ
い
て
は
一
生
懸
命
に
努
力
し
て
居
り
ま
す
。一
口
に
い
へ
ば
、

日
本
の
女
性
は
實
に
國
家
の
爲
め
に
出
來
る
だ
け
の
努
力
を
惜
し
ん
で
ゐ
な
い

こ
と
が
判
り
ま
す
。83

一
般
の
女
子
が
勤
儉
に
し
て
あ
ら
ゆ
る
勞
苦
に
耐
へ
る
精
神
に
は
、
心
か
ら
非

常
に
感
心
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
學
校
の
課
業
、
或
は
職
業
の
勞
作
を
し
た
後
、

自
分
の
家
へ
歸
つ
て
か
ら
又
一
切
の
家
政
を
一
手
に
ひ
き
う
け
て
や
る
者
も
あ

る
と
聞
き
ま
し
た
。84

上
の
二
例
で
は
い
ず
れ
も
、家
庭
に
お
け
る
「
良
妻
賢
母
」
像
と
社
会
に
お
け
る
「
職

業
婦
人
」
像
が
、
国
家
の
た
め
に
力
を
惜
し
ま
ず
働
く
と
い
う
共
通
項
の
下
で
、
違

和
感
な
く
つ
な
ぎ
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
日
本
で
は
家
事
、
育
児
を
す
べ
て
こ

な
し
、
そ
の
上
で
社
会
で
も
活
躍
す
る
女
性
が
、
近
代
国
家
に
必
要
な
女
性
と
し
て
、

矛
盾
な
く
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

し
か
し
環
境
の
整
え
ら
れ
て
い
な
い
当
時
の
社
会
の
中
で
、
実
際
に
両
者
の
役
割

を
完
璧
に
追
求
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
女
性
は
家
庭
の
こ
と
を
こ
な
し
た
上
で
、
余

力
が
あ
れ
ば
社
会
に
出
て
働
く
と
い
う
形
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ま
た
旅
行

が
行
わ
れ
た
一
九
四
一
年
初
め
の
段
階
で
は
、
日
本
の
労
働
力
不
足
も
さ
ほ
ど
深
刻

化
は
し
て
お
ら
ず
、
労
働
力
と
し
て
動
員
を
強
化
さ
れ
た
の
は
未
婚
の
女
性
に
限
ら

れ
て
い
た85
。
つ
ま
り
当
時
の
日
本
で
は
、
決
し
て
女
性
が
男
性
と
対
等
の
立
場
で
社

会
進
出
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
社
会
に
お
い
て
男
性
と
競
合
し
な
い
と
こ
ろ
で

補
足
的
な
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
彼
女
た
ち

は
戦
時
の
労
働
力
不
足
を
補
う
た
め
、
国
家
に
都
合
良
く
動
員
さ
れ
て
い
た
と
も
言

え
よ
う
。

た
だ
こ
う
し
た
戦
時
動
員
が
結
果
的
に
女
性
の
社
会
で
の
相
対
的
な
地
位
向
上
に

つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
社
会
で
働
く
女
性
姿
が
、
国

立
北
京
女
子
師
範
学
院
の
学
生
た
ち
に
も
、
理
想
の
あ
る
べ
き
女
性
像
と
し
て
映
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
女
た
ち
は
旅
行
の
主
催
者
で
あ
る
興
亜
院
が
見
せ
た
か
っ
た
日

本
の
良
妻
賢
母
育
成
型
の
女
子
教
育
に
は
さ
ほ
ど
関
心
を
示
さ
ず
、
日
本
社
会
の

様
々
な
場
所
で
働
い
て
い
た
社
会
人
女
性
に
目
を
向
け
た
。
占
領
下
の
北
京
で
臨
時

政
府
に
よ
る
男
女
別
学
の
高
等
教
育
を
受
け
た
彼
女
た
ち
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で

も
目
指
そ
う
と
し
て
い
た
の
は
、
や
は
り
家
の
切
り
盛
り
に
長
け
た
「
良
妻
賢
母
」

で
は
な
く
、
社
会
で
活
躍
す
る
「
職
業
婦
人
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
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【
お
わ
り
に
】

国
立
北
京
女
子
師
範
学
院
は
臨
時
政
府
が
教
育
を
「
回
復
」
す
る
と
い
う
名
目
で

作
っ
た
女
子
の
高
等
教
育
機
関
で
あ
っ
た
。
同
校
は
日
本
の
他
の
植
民
地
や
占
領
地

に
お
け
る
教
育
と
同
じ
く
、
日
本
語
や
日
本
文
化
を
学
ば
せ
る
科
目
を
必
修
科
目
と

し
た
だ
け
で
な
く
、規
律
や
実
践
を
重
ん
じ
る
こ
と
に
教
育
の
力
点
を
置
い
て
い
た
。

さ
ら
に
同
校
で
は
、
性
別
役
割
分
業
を
前
提
と
し
た
家
政
科
教
育
を
特
に
重
視
し
て

い
た
。
だ
が
こ
の
家
政
科
の
内
容
を
検
証
し
て
み
る
と
、
必
ず
し
も
日
本
の
家
政
学

を
モ
デ
ル
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、国
民
政
府
の
下
で
行
わ
れ
て
き
た
「
母
性
教
育
」

の
流
れ
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
女
性
の
家
庭
内
役
割
を
重
視

し
た
「
母
性
教
育
」
は
、
男
女
別
学
教
育
を
進
め
よ
う
と
し
た
臨
時
政
府
に
と
っ
て

も
受
け
入
れ
や
す
い
教
育
方
針
で
あ
り
、
そ
れ
が
都
合
よ
く
利
用
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

だ
が
同
校
の
学
生
は
決
し
て
家
庭
回
帰
を
望
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ

れ
は
興
亜
院
主
催
の
日
本
見
学
旅
行
に
お
い
て
、
日
本
側
が
提
示
し
よ
う
と
し
た
良

妻
賢
母
育
成
型
の
女
子
教
育
に
学
生
た
ち
の
関
心
が
さ
ほ
ど
集
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と

か
ら
も
見
て
取
れ
る
。
彼
女
た
ち
の
目
に
映
っ
た
一
九
四
一
年
当
初
の
日
本
は
、
階

層
規
範
に
も
増
し
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
が
濃
厚
な
社
会
で
あ
っ
た
が
、
戦
時
下
の
労

働
力
不
足
を
背
景
に
、
社
会
で
働
く
女
性
た
ち
が
顕
彰
さ
れ
始
め
た
時
期
で
も
あ
っ

た
。
同
校
の
学
生
た
ち
は
そ
の
よ
う
な
日
本
の
「
職
業
婦
人
」
に
注
目
し
、
あ
る
べ

き
理
想
の
姿
と
し
て
と
ら
え
た
の
で
あ
っ
た
。
中
国
の
近
代
女
子
教
育
は
成
立
当
初

よ
り
女
性
の
社
会
で
の
役
割
を
期
待
す
る
傾
向
が
強
く
、
家
庭
内
の
細
々
と
し
た
家

事
は
教
育
を
受
け
た
女
性
が
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
考
え
も
存
在
し
て
い

た
。
ま
し
て
や
高
等
教
育
機
関
に
お
い
て
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
将
来
の

社
会
や
国
家
を
担
う
エ
リ
ー
ト
の
卵
を
自
認
す
る
国
立
北
京
女
子
師
範
学
院
の
学
生

た
ち
に
と
っ
て
、女
性
の
家
庭
内
役
割
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
日
本
の
女
子
教
育
は
、

物
足
り
な
く
感
じ
ら
れ
た86
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

た
だ
国
立
北
京
女
子
師
範
学
院
で
学
ん
だ
学
生
自
身
の
声
を
示
す
資
料
は
、
本
稿

で
使
用
し
た
旅
行
記
を
除
く
と
ご
く
わ
ず
か
で
あ
り
、
彼
女
た
ち
の
困
難
を
極
め
た

で
あ
ろ
う
そ
の
後
の
歩
み
も
、
戦
時
中
の
一
部
を
除
い
て
は
ほ
と
ん
ど
た
ど
れ
て
い

な
い87
。
今
後
、
さ
ら
に
検
証
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

注①　
一
九
四
〇
年
、南
京
に
汪
兆
銘
政
権
が
で
き
る
と
臨
時
政
府
は
華
北
政
務
委
員
会
と

改
称
さ
れ
た
。
だ
が
政
治
機
構
は
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
た
た
め
、本
稿
で
は
呼
称
に

よ
る
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
四
〇
年
以
降
も
そ
の
ま
ま
臨
時
政
府
と
し
た
。

②　

小
野
美
里「
日
中
戦
争
期
華
北
占
領
地
に
お
け
る
日
本
人
教
員
派
遣
―
顧
問
制
度
と

の
関
連
に
注
目
し
て
」
首
都
大
学
東
京
『
人
文
学
報
』
第
四
三
〇
号
、
歴
史
学
編
第

三
八
号
、
二
〇
一
〇
年
三
月
な
ど
。

③　

駒
込
武「
日
中
戦
争
期
文
部
省
と
興
亜
院
の
日
本
語
教
育
政
策
構
想
―
そ
の
組
織
と

事
業
―
」『
東
京
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
二
九
巻
、
一
九
九
〇
年
三
月
。

④　

例
え
ば
北
京
師
範
大
学
の
Ｈ
Ｐ
を
見
る
と
、
日
本
の
占
領
期
間
中
に
臨
時
政
府
に

よ
っ
て
再
編
さ
れ
た
学
校
は
校
史
沿
革
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
。北
京
師
範
大

学
校
史
沿
革h

ttp
s://w

w
w

.bn
u

.ed
u

.cn
/xxgk

/xsyg/in
d

ex.h
tm

最
終
閲
覧
、

二
〇
一
九
年
十
一
月
二
十
四
日
。

⑤　

山
本
一
生「
日
本
占
領
下
北
京
大
学
に
お
け
る
日
本
留
学
経
験
者
の
役
割
―
銭
稲
孫

と
周
作
人
を
中
心
に
―
」『
上
田
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
第
四
十
一
号
、
二
〇
一
八
年

一
月
。

⑥　

宋
恩

、
余
子
侠
『
日
本
侵
华
教
育
全
史
』
第
二
卷
华
北
卷
、
人
民
教
育
出
版
社
、

二
〇
〇
五
年
（
宋
恩
栄
、
余
子
侠
主
編
、
木
村
淳
訳
『
日
本
の
中
国
侵
略
植
民
地
教
育

史
』
第
二
巻
、
華
北
編
、
明
石
書
店
、
二
〇
一
六
年
と
し
て
邦
訳
も
出
さ
れ
て
い
る
）。

余
子
侠
「
日
伪
统
治
下
华
北
沦
陷
区
的
高
等
教
育
」『
近
代
史
研
究
』
二
〇
〇
六
・
六
、

总
第
一
五
六
期
、
二
〇
〇
六
年
十
一
月
。
王
士
花
「
华
北
沦
陷
区
教
育
概
述
」『
抗
日

战
争
研
究
』
二
〇
〇
四
―
三
、
二
〇
〇
四
年
、孙
邦
华
「
日
伪
政
权
统
治
下
北
京
师
范

大
学
的
奴
化
教
育
论
析
」『
北
京
社
会
科
学
』
二
〇
一
七
年
第
八
期
な
ど
。

⑦　

前
掲「
日
中
戦
争
期
文
部
省
と
興
亜
院
の
日
本
語
教
育
政
策
構
想
―
そ
の
組
織
と
事
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業
―
」、
駒
込
武
『
植
民
地
帝
国
日
本
の
文
化
統
合
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
前

掲「
日
中
戦
争
期
華
北
占
領
地
に
お
け
る
日
本
人
教
員
派
遣
―
顧
問
制
度
と
の
関
連
に

注
目
し
て
」、小
野
美
里
「「
事
変
」
下
の
華
北
占
領
地
支
配
―
教
育
行
政
及
び
第
三
国

系
教
育
機
関
と
の
相
克
を
て
が
か
り
に
―
」『
史
学
雑
誌
』
第
一
二
四
編
第
三
号
、

二
〇
一
五
年
三
月
な
ど
。

⑧　

新
保
敦
子『
日
本
占
領
下
の
中
国
ム
ス
リ
ム
―
華
北
お
よ
び
蒙
疆
に
お
け
る
民
族
政

策
と
女
子
教
育
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
八
年
。

⑨　

前
掲「
日
本
占
領
下
北
京
大
学
に
お
け
る
日
本
留
学
経
験
者
の
役
割
―
銭
稲
孫
と
周

作
人
を
中
心
に
―
」
四
二
頁
。

⑩　
『
日
本
侵
华
教
育
全
史
』
第
二
卷
华
北
卷
、
二
七
四
〜
二
七
五
頁
。
な
お
臨
時
政
府

の
下
で
再
編
さ
れ
た
学
校
は
、中
国
の
研
究
で
は
国
民
党
支
配
地
区
に
移
転
し
た
「
正

統
」
の
学
校
と
区
別
す
る
た
め
、「
偽
」
の
文
字
が
付
け
加
え
ら
れ
た
り
、
括
弧
が
付

さ
れ
た
り
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

⑪　

も
と
も
と
北
京
女
子
師
範
大
学
か
ら
分
裂
し
、反
楊
陰
楡
校
長
派
の
運
動
に
批
判
的

な
グ
ル
ー
プ
が
作
っ
た
「
女
子
大
学
」
に
由
来
す
る
が
、後
に
反
楊
陰
楡
の
側
に
立
っ

た
教
員
た
ち
も
教

を
執
っ
た
。
周
作
人
「
女
子
學
院
」『
知
堂
回
想
録
』
下
冊
、
三

育
圖
書
文
具
公
司
、
一
九
七
一
年
再
版
、
五
三
五
〜
五
三
八
頁
。

⑫　

在
北
京
大
日
本
大
使
館
文
化
課
『
北
支
に
於
け
る
文
化
の
現
狀
』
新
民
印
書
館
、

一
九
四
三
年
八
月
、
四
四
頁
（『
中
国
近
現
代
教
育
文
献
資
料
集　

Ⅳ
日
本
占
領
下
の

中
国
教
育　

第
八
巻
』
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
五
年
所
収
）。

⑬　
「
本
院
行
政
誌
要
」
本
院
秘
書
處
『
國
立
北
京
女
子
師
範
學
院
槪
覽
』（
以
下
、『
槪

覽
』
と
省
略
す
る
）
慈
成
印
刷
工
廠
、中
華
民
國
二
十
九
〔
一
九
四
〇
〕
年
四
月
出
版

〔
非
売
品
〕、
一
・
二
頁
。

⑭　

金
珽
実
「
九
州
帝
國
大
學
に
學
ん
だ
留
學
生
―
工
學
部
を
中
心
に
―
」『
九
州
大
学

留
学
生
セ
ン
タ
ー
紀
要
』
第
二
四
号
、
二
〇
一
六
年
二
月
、
二
頁
。

⑮　
「
本
院
行
政
誌
要
」『
槪
覽
』
一
・
三
頁
。

⑯　
「
國
立
北
京
女
子
師
範
學
院
招
（
考
新　

集
舊
）
生
啓
事
」『
新
民
報
』
一
九
三
八
年

三
月
一
一
日
第
四
版
。

⑰　
「
本
學
院
組
織
大
網
」『
槪
覽
』
八
頁
。

⑱　

彭
程
「「
新
民
主
義
」
に
対
す
る
批
判
的
考
察
―
「
新
民
主
義
」
と
い
う
講
演
を
中

心
に
―
」『
鶴
山
論
叢
』
第
十
号
、
二
〇
一
〇
年
三
月
な
ど
。

⑲　
「
學
校
教
育
要
綱
」（
一
九
三
七
年
公
布
）『
満
洲
年
鑑
五
（
昭
和
十
四
年
版
）』
日
本

図
書
セ
ン
タ
ー
復
刻
版
、
一
九
九
九
年
、
三
三
二
頁
。

⑳　

前
掲
「
日
伪
政
权
统
治
下
北
京
师
范
大
学
的
奴
化
教
育
论
析
」
四
二
・
四
三
頁
。

㉑　

同
右
、四
五
頁
。
な
お
こ
の
引
用
は
国
立
北
京
師
範
学
院
の
「
東
亜
史
論
」
に
関
す

る
も
の
で
あ
る
が
、国
立
北
京
女
子
師
範
学
院
も
ほ
ぼ
同
様
の
教
育
で
あ
っ
た
と
推
測

さ
れ
る
。

㉒　
「
各
科
系
課
程
」『
槪
覽
』
五
〇
〜
八
四
頁
。

㉓　

上
海
の
商
務
印
書
館
か
ら
出
さ
れ
た
著
名
な
『
婦
女
雜
誌
』
と
は
異
な
る
。
こ
の

『
婦
女
雜
誌
』
に
つ
い
て
は
、羽
田
朝
子
「『
婦
女
雑
誌
』
に
み
え
る
梅
娘
の
女
性
観
―

近
代
的
主
婦
像
と
「
国
民
の
母
」」『
現
代
中
国
』
九
二
号
、二
〇
一
八
年
九
月
に
詳
し

い
。
な
お
本
稿
に
お
け
る
『
婦
女
雜
誌
』
は
す
べ
て
華
北
文
化
書
局
の
『
婦
女
雜
誌
』

を
指
し
、
線
装
書
局
に
よ
る
『
中
國
近
現
代
女
性
期
刊
匯
編
』
影
印
版
、
二
〇
〇
八
年

を
使
用
し
た
。

㉔　

本
社「
國
立
北
京
女
子
師
範
學
院
訪
問
記
」『
婦
女
雜
誌
』第
一
巻
第
二
期
、一
九
四
〇

年
一
〇
月
。

㉕　
「
青
空
を
截
る
」
第
一
書
房　
『
北
支
』
七
月
號
（
第
二
号
）、
一
九
三
九
年
七
月
、

二
一
・
二
二
頁
。
新
保
前
掲
書
二
〇
七
頁
は
、
体
育
で
身
体
を
鍛
え
、
献
身
的
に
日
本

の
た
め
に
働
く
女
性
像
が
、メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
も
指

摘
し
て
い
る
。

㉖　

新
保
前
掲
書
、
二
〇
四
〜
二
〇
八
頁
。

㉗　
「
訪
問
記
」
七
四
頁
。

㉘　
「
國
立
女
子
師
範
学
院
校
舎
」「
華
北
交
通
ア
ー
カ
イ
ブ
」（
華
北
交
通
ア
ー
カ
イ
ブ

作
成
委
員
会
）h

ttp
://cod

h
.rois.ac.jp

/n
orth

-ch
in

a-railw
ay/

、
原
板
番
号

一
六
二
七
七
。

㉙　

齊
宣
「
由
女
子
教
育
立
場
討
論
女
師
學
院
的
廢
存
問
題
」『
婦
女
雜
誌
』
第
三
巻
第

一
期
、
一
九
四
二
年
一
月
、
二
九
頁
。

㉚　
「
女
師
學
院
整
頓
校
規　

改
定
入
學
須
知
」『
新
民
報
』
一
九
四
〇
年
九
月
一
一
日
第

三
版
。

㉛　
「
本
院
行
政
誌
要
」『
槪
覽
』
一
・
二
頁
。

32　

前
掲
「
日
伪
政
权
统
治
下
北
京
师
范
大
学
的
奴
化
教
育
论
析
」
四
六
・
四
七
頁
。

33　

前
掲
「「
事
変
」
下
の
華
北
占
領
地
支
配
―
教
育
行
政
及
び
第
三
国
系
教
育
機
関
と
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の
相
克
を
て
が
か
り
に
―
」、
五
四
頁
。

34　

た
だ
し
条
件
が
つ
い
て
お
り
、
成
績
の
平
均
が
乙
評
価
に
達
し
な
い
場
合
は
、
公
費

を
打
ち
切
ら
れ
た
。

35　
「
公
費
生
學
額
規
則
」「
奬
學
金
規
則
」『
槪
覽
』
二
〇
、
二
一
頁
。

36　

た
だ
し
臨
時
政
府
関
係
者
の
子
女
が
そ
の
ま
ま
入
っ
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き

な
い
。
戦
時
中
、
同
校
の
附
属
校
と
し
て
作
ら
れ
た
女
子
中
学
に
通
っ
て
い
た
女
性

は
、「
私
た
ち
の
ク
ラ
ス
に
は
、
裏
口
入
学
で
入
っ
た
学
生
が
た
く
さ
ん
い
た
。
彼
女

た
ち
は
十
七
、
八
歳
で
、
勉
強
せ
ず
、
試
験
で
は
カ
ン
ニ
ン
グ
を
し
て
い
た
。」
と
振

り
返
っ
て
い
る
。

秀
莹「
我
的
母
校
师
大
女
附
中
」『
记
忆
』二
〇
一
四
年
六
月
三
〇

日
、
第
一
一
五
期
、
四
三
頁
。

37　

前
掲
『
北
支
に
於
け
る
文
化
の
現
狀
』
四
四
頁
。

38　

前
掲
「
由
女
子
教
育
立
場
討
論
女
師
學
院
的
廢
存
問
題
」。

39　
「
國
立
女
師
學
院
組
織
規
定
公
布
」『
新
民
報
』
一
九
三
八
年
三
月
一
一
日
第
四
版
。

40　
「
訪
問
記
」
七
四
頁
。

41　
「
各
科
系
課
程
」『
槪
覽
』
五
〇
〜
八
四
頁
。

42　
「
訪
問
記
」
七
三
頁
。

43　

山
本
禮
子
『
植
民
地
台
湾
の
高
等
女
学
校
研
究
』
多
賀
出
版
、一
九
九
九
年
、一
二
八

〜
一
三
〇
頁
。

44　

小
林
善
帆
「
植
民
地
台
湾
の
女
学
校
と
い
け
花
・
茶
の
湯
」『
藝
能
史
研
究
』
第

一
八
九
号
、
二
〇
一
〇
年
四
月
。

45　
「
家
事
實
習
室
設
備
」『
槪
覽
』
八
七
頁
。

46　

良
妻
賢
母
に
つ
い
て
は
、
小
山
静
子
『
良
妻
賢
母
と
い
う
規
範
』
勁
草
書
房
、

一
九
九
一
年
、
陳

湲
『
東
ア
ジ
ア
の
良
妻
賢
母
論
―
創
ら
れ
た
伝
統
』
勁
草
書
房
、

二
〇
〇
六
年
な
ど
を
参
照
。

47　

白
水
紀
子
「
中
国
に
お
け
る
「
近
代
家
族
」
の
形
成
―
女
性
の
国
民
化
と
二
重
役
割

の
歴
史
―
」『
橫
濱
国
立
大
学
教
育
人
間
科
学
部
紀
要
Ⅱ
』
人
文
科
学
、
第
六
集
、

二
〇
〇
四
年
二
月
。

48　

拙
稿「
一
九
二
〇
年
代
中
国
に
お
け
る
家
事
科
教
育
―
女
性
と
家
庭
と
を
め
ぐ
っ
て

―
」『
立
命
館
史
學
』
第
二
一
号
、
二
〇
〇
〇
年
十
一
月
。

49　
「
中
華
民
国
教
育
宗
旨
及
其
實
施
方
針
」
多
賀
秋
五
郎
編
『
近
代
中
国
教
育
史
資
料
』

民
国
編
中
（
日
本
学
術
振
興
会
発
行
、
一
九
七
四
年
）
二
三
六
頁
。

50　

杨
健
美
「
从
妇
女
解
放

动
的
发
展
看
我
国
二
○
世
纪
上
半
叶
高
校
的
家
政
教
育
」

『
中
国
人
民
大
学
教
育
学
刊
』
第
三
期
、
二
〇
一
三
年
九
月
。

51　

姚
瑶
、
章
梅
芳
、
兵
「
民
国
时
期
高
校
女
子
家
政
教
育
与
烹
饪
技
术
的
科
学
化
改

造
」『
科
学
教
育
与
博
物
馆
』
二
〇
一
六
、
二
、
二
〇
一
六
年
三
月
、
一
九
二
頁
。
な

お
こ
の
十
四
校
に
国
立
北
京
女
子
師
範
学
院
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

52　

戴
建
兵
、
张
志
永
「
抗
战
时
期
西
北
家
政
教
育
」『
文
史
精
华
』
二
〇
一
二
・
增
刊

二
、
二
〇
一
二
年
。

53　

李
海

「
女
子
师
范
教
育
家
齐
璧
亭
」『
乡
音
』
二
〇
一
四
年
七
期
、
三
八
・
三
九

頁
。

54　
「
本
院
沿
革
」
河
北
省
立
女
子
師
範
學
院
本
部
『
河
北
省
立
女
子
師
範
學
院
一
覽
』

義
利
印
刷
材
料
局
、
民
国
二
三
（
一
九
三
四
）
年
。

55　

戴
建
兵
、
张
志
永
、
戴
宇
龙
「
齐
国

与
中
国
北
方
师
范
教
育
」『
丝
绸
之
路
』、

二
〇
一
四
年
二
〇
期
、
三
〇
頁
。

56　

前
掲
「
女
子
师
范
教
育
家
齐
璧
亭
」
三
九
・
四
〇
頁
。

57　
「
教
職
員
錄
」『
槪
覽
』
九
九
・
一
一
〇
頁
。
戎
は
後
述
す
る
日
本
見
学
旅
行
を
引
率

し
た
教
員
の
う
ち
の
一
人
。

58　
「
教
員
一
覽
」
四
頁
『
河
北
省
立
女
子
師
範
學
院
一
覽
』。

59　
「
教
職
員
錄
」『
槪
覽
』
一
〇
三
頁
。

60　

一
九
三
四
年
の
河
北
省
立
女
子
師
範
学
院
家
政
学
系
第
二
学
年
の
在
籍
学
生
名
簿

に
そ
の
名
が
見
ら
れ
る
。「
學
生
姓
名
一
覽
」
二
一
頁
『
河
北
省
立
女
子
師
範
學
院
一

覽
』。

61　

前
掲
『
河
北
省
立
女
子
師
範
學
院
一
覽
』
一
二
一
・
一
二
二
・
一
三
八
・
一
三
九
頁
。

62　

前
掲
「
民
国
时
期
高
校
女
子
家
政
教
育
与
烹
饪
技
术
的
科
学
化
改
造
」
一
九
三
頁
。

63　

前
掲
「
从
妇
女
解
放

动
的
发
展
看
我
国
二
○
世
纪
上
半
叶
高
校
的
家
政
教
育
」。

64　

同
校
の
日
本
旅
行
に
つ
い
て
は
、拙
稿
「
浅
析
沦
陷
时
期
北
平
女
学
生
的
赴
日
参
观

旅
行
―
以
伪
国
立
北
京
女
子
师
范
学
院
的
〝
赴
日
印
象
记
〞
为
考
察
对
象
」『
第
五
届

中
国
近
现
代
社
会
文
化
史
国
际
学
术
研
讨
会
论
文
集
』社
会
科
学
文
献
出
版
社
で
紹
介

す
る
予
定
で
あ
る
（
未
刊
行
）。

65　
『
日
本
侵
华
教
育
全
史
』
第
二
卷
华
北
卷
、
四
七
〇
・
四
七
一
頁
。

66　

ほ
ぼ
同
時
期
に
数
校
の
学
生
旅
行
団
が
日
本
に
送
り
込
ま
れ
て
い
る
。『
新
民
報
』

一
九
四
一
年
一
月
二
二
日
、
一
月
二
四
日
。
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67　

國
立
北
京
女
子
師
範
學
院
赴
日
見
學
團
專
刊
編
輯
部
『
憧
憬
日
本
―
赴
日
印
象
記
』

（
以
下
、『
印
象
記
』
と
省
略
）、
新
民
印
書
局
、
非
売
品
、
一
九
四
一
年
六
月
。
こ
の

書
は
立
命
館
大
学
名
誉
教
授
の
筧
文
生
先
生
に
ご
提
供
い
た
だ
い
た
。こ
こ
に
謝
意
を

表
し
た
い
。

68　

参
観
し
た
教
育
機
関
を
順
に
並
べ
る
。
東
京
家
政
学
院
（
現
、
東
京
家
政
学
院
大

学
）、
日
本
体
育
会
体
操
学
校
（
現
、
日
本
体
育
大
学
）、
東
京
音
楽
学
校
（
現
、
東
京

芸
術
大
学
音
楽
学
部
）、
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
（
現
、
お
茶
の
水
女
子
大
学
）、
東

京
聾
唖
学
校
（
現
、
筑
波
大
学
附
属
視
覚
特
別
支
援
学
校
、
同
聴
覚
特
別
支
援
学
校
）、

東
京
帝
国
大
学
（
現
、東
京
大
学
）、東
京
府
女
子
師
範
学
校
（
現
、東
京
学
芸
大
学
）、

奈
良
女
子
高
等
師
範
学
校
（
現
、
奈
良
女
子
大
学
）。「
赴
日
參
觀
日
程
」『
印
象
記
』

（
頁
数
記
載
な
し
）。

69　

関
口
敏
美
「
大
江
ス
ミ
に
お
け
る
家
政
教
育
論
の
形
成
と
展
開
」『
奈
良
女
子
大
学

文
学
部
教
育
文
化
情
報
学
講
座
年
報
』
第
三
号
、
一
九
九
九
年
。

 

一
方
、斉
国

は
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
家
政
学
は
イ
ギ
リ
ス
の
実

地
重
視
の
方
式
に
比
べ
る
と
、
学
理
重
視
で
あ
っ
た
と
さ
れ
（
関
口
、
六
四
頁
）、
こ

の
違
い
が
両
校
の
家
政
科
教
育
方
針
に
も
反
映
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

70　

戦
後
、中
国
で
は
占
領
下
の
学
校
で
教
育
を
受
け
た
経
歴
を
隠
さ
ね
ば
な
ら
な
い
歴

史
が
続
い
た
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
教
員
名
は
記
し
た
が
、学
生
の
名
は
イ
ニ
シ
ャ
ル

で
表
記
し
た
。

71　

斉
国

の
こ
と
。
璧
亭
は
字
。

72　

家
事
三
Ｔ
Ｒ
「
東
京
家
政
學
院
」『
印
象
記
』
二
二
・
二
三
頁
。（
原
文
は
中
国
語
）

73　

当
時
、
日
本
で
女
子
大
学
の
名
称
は
使
わ
れ
て
い
た
が
、
学
制
上
で
は
女
子
大
学
は

認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

74　

講
師
律
影
潭
「
赴
日
後
的
感
懐
」『
印
象
記
』
三
・
四
頁
。（
原
文
は
中
国
語
）

75　
「
赴
日
見
學
團
追
想
座
談
會
」『
印
象
記
』
七
三
頁
。

76　

拙
稿
「
中
国
近
代
に
お
け
る
家
事
科
教
育
」
関
西
中
国
女
性
史
研
究
会
編
『
ジ
ェ
ン

ダ
ー
か
ら
み
た
中
国
の
家
と
女
』
東
方
書
店
、
二
〇
〇
四
年
。

77　

日
文
三
Ｄ
Ｒ
「
旅
行
中
五
つ
の
感
想
」『
印
象
記
』
四
七
頁
。

78　

家
事
三
Ｔ
Ｒ
「
諸
學
校
と
學
生
」『
印
象
記
』
一
七
・
一
八
頁
。

79　

體
育
二
Ｌ
Ｆ
「
職
業
婦
人
を
中
心
と
し
て
」『
印
象
記
』
四
四
頁
。

80　

日
文
三
Ｙ
Ｚ
「
日
本
女
性
の
活
動
」『
印
象
記
』
四
三
頁
。

81　

奥
健
太
郎
「
戦
時
下
日
本
の
労
務
動
員
と
政
府
宣
伝
―
『
写
真
週
報
』
に
描
か
れ
た

女
性
労
働
―
」
慶
應
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
『
法
学
研
究
』
八
二
巻
二
号
、二
〇
〇
九

年
二
月
、
三
三
八
頁
。

82　

前
掲
「『
婦
女
雑
誌
』
に
み
え
る
梅
娘
の
女
性
観
―
近
代
的
主
婦
像
と
「
国
民
の

母
」」、
菊
地
俊
介
「
日
本
占
領
下
華
北
に
お
け
る
新
民
会
の
女
性
政
策
」『
現
代
中
国

研
究
』
第
三
二
号
、
二
〇
一
三
年
三
月
な
ど
。

83　

日
文
三
Ｗ
Ｎ
「
日
本
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」『
印
象
記
』
三
〇
頁
。

84　

日
文
三
Ｚ
Ｅ
「
日
華
習
性
の
違
ひ
」『
印
象
記
』
四
〇
頁
。

85　

前
掲
「
戦
時
下
日
本
の
労
務
動
員
と
政
府
宣
伝
―
『
写
真
週
報
』
に
描
か
れ
た
女
性

労
働
―
」
三
三
八
頁
。

86　

む
ろ
ん
物
足
り
な
い
だ
け
で
な
く
、日
本
の
占
領
そ
の
も
の
に
対
す
る
反
発
や
抵
抗

も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
本
稿
で
は
主
に
臨
時
政
府
側
、
及
び
日
本
側
か
ら
の
資
料
し

か
検
討
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
側
面
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
述
べ
た
い
。

87　

日
本
占
領
下
で
出
さ
れ
た
女
性
雑
誌
の
中
に
は
、同
校
の
学
生
や
卒
業
生
が
寄
稿
し

た
文
章
も
散
見
さ
れ
、そ
こ
か
ら
彼
女
た
ち
の
戦
時
中
の
主
張
や
歩
み
は
一
部
確
認
で

き
る
。

（
本
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
）


