
『田辺聖子十八歳の日の記録』から見た樟蔭女子専
門学校 : 漢文への関心と大江文城先生を中心に

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2023-03-20

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 白川, 哲郎

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://osaka-shoin.repo.nii.ac.jp/records/4905URL



は
じ
め
に

二
〇
二
一
（
令
和
三
）
年
六
月
、
田
辺
聖
子
氏
の
十
八
歳
頃
の
日
記
が
再
発

見
さ
れ
た （
１
）と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が
、
マ
ス
コ
ミ
を
賑
わ
せ
た
こ
と
は
未
だ
記
憶
に

新
し
い （
２
）。
二
〇
一
九
（
平
成
三
一
）
年
六
月
九
十
一
歳
で
亡
く
な
ら
れ
た
田
辺

氏
は
、
芥
川
賞
は
じ
め
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
賞
を
受
賞
し
、
二
〇
〇
八
（
平
成
二

〇
）
年
に
は
そ
の
文
学
上
の
功
績
か
ら
文
化
勲
章
を
受
章
さ
れ
る
な
ど
、
数
多

く
の
小
説
・
エ
ッ
セ
イ
・
評
伝
等
々
を
著
さ
れ
、
ま
さ
に

�戦
後

�日
本
を
代

表
す
る
作
家
の
一
人
で
あ
る
。
そ
う
し
た
著
名
な
作
家
の
、
そ
し
て
作
家
と
な

る
以
前
十
八
歳
頃
の
若
き
日
の
日
記
で
あ
る
と
い
う
点
に
、
注
目
が
集
ま
っ
た

の
で
あ
る
。

し
か
も
田
辺
氏
の
こ
の
日
記
は
、

�昭
和
二
〇
年
八
月
十
五
日

�と
い
う
日

本
の
近
現
代
史
上
の
画
期
と
な
る
第
二
次
世
界
大
戦

�敗
戦
の
日

�を
挟
む
時

期
を
対
象
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
高
等
教
育
機
関
に
学
ぶ
十
代
後
半
の
若
者
、

さ
ら
に
言
え
ば
当
時
「
銃
後
」
を
担
わ
さ
れ
た
若
き
女
性
が
、
そ
の
日
を
境
に

戦
中
か
ら
戦
後
へ
と
大
き
く
転
換
す
る
社
会
の
変
化
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め

て
い
た
の
か
、
と
い
っ
た
観
点
か
ら
も
注
目
さ
れ
る
日
記
の
再
発
見
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
そ
の
記
主
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
後
に

�時
代

�を
代
表
す
る
著

名
な
作
家
と
な
っ
た
と
い
う
点
か
ら
し
て
も
、
か
か
る
人
物
が
若
か
り
し
頃
巨

大
な
時
代
と
社
会
の
転
換
を
ど
の
よ
う
に
見
つ
め
て
い
た
の
か
を
う
か
が
い
知

る
上
で
、
た
い
へ
ん
興
味
深
い
日
記
の
再
発
見
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
田
辺
氏
の
日
記
の
再
発
見
は
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
注
目
を
集
め

る
出
来
事
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
田
辺
氏
の
日
記
は
、
文
藝
春
秋
社
よ
り
『
田
辺
聖
子
十
八
歳
の
日

の
記
録
』（
以
下
、「『
十
八
歳
の
日
の
記
録
』」
と
略
記
す
る
）
と
し
て
出
版
さ
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れ
た （
３
）。
そ
の
出
版
に
よ
っ
て
、
田
辺
氏
の
日
記
へ
の
接
近
が
容
易
と
な
っ
た
こ

と
は
、
た
い
へ
ん
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

翌
二
〇
二
二
（
令
和
四
）
年
に
な
っ
て
も
、
田
辺
氏
の
日
記
へ
の
注
目
は
続

い
た
。
毎
年
八
月
に
な
る
と
、
い
わ
ゆ
る
「
終
戦
の
日
」
特
集
を
組
む
メ
デ
ィ

ア
か
ら
注
目
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
代
表
は
、
同
年
八
月
十
五
日
夜
Ｎ
Ｈ
Ｋ

で
放
送
さ
れ
た
ド
ラ
マ
「
セ
イ
コ
グ
ラ
ム
」
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ド
ラ
マ
は
、
田

辺
氏
の
日
記
を
基
に
現
代
的
な
手
法
と
感
覚
で
、
十
代
後
半
に
自
ら
が
体
験
し

た
戦
争
、
そ
し
て
敗
戦
を
田
辺
氏
が
ど
の
よ
う
に
見
つ
め
て
い
た
の
か
、
感
じ

て
い
た
の
か
に
つ
い
て
描
こ
う
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
大
阪
樟
蔭
女
子
大
学
田

辺
聖
子
文
学
館
（
以
下
、
「
田
辺
文
学
館
」
と
略
記
す
る
）
で
も
開
館
十
五
周

年
記
念
展
示
第
三
弾
と
し
て
、
同
年
一
〇
月
二
四
日
か
ら
一
一
月
二
一
日
の
会

期
で
「
第
十
四
回
特
別
企
画
展
田
辺
聖
子
の
青
春
」
が
開
催
さ
れ
た
。
田
辺

氏
の
日
記
の
直
筆
資
料
が
展
示
さ
れ
た
他
、
関
連
資
料
が
展
示
さ
れ
、
注
目
を

集
め
た
。
日
記
か
ら
う
か
が
い
知
ら
れ
る
田
辺
氏
の
貴
重
な
生
の
証
言
が
、
人

び
と
の
興
味
を
引
く
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
幾
重
に
も
注
目
を
集
め
た
田
辺
氏
の
日
記
が
、
後
の
田
辺
氏
の

い
く
つ
か
の
作
品
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
梯
久
美
子
氏
に
よ
る
「
解

説
」
に
指
摘
さ
れ
て
い
る （
４
）。
文
学
史
的
に
は
、
再
発
見
さ
れ
た
日
記
と
田
辺
氏

の
著
作
と
の
関
係
の
詳
細
な
分
析
が
、
今
後
深
め
ら
れ
て
行
く
こ
と
に
な
る
の

で
あ
ろ
う （
５
）。
田
辺
氏
の
日
記
の
再
発
見
が
、
田
辺
文
学
研
究
の
上
で
大
き
な
意

義
を
有
す
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

後
に
著
名
な
作
家
と
な
る
若
き
女
性
が
第
二
次
世
界
大
戦
敗
戦
前
後
に
つ
い

て
記
し
た
貴
重
な
記
録
と
し
て
、
ま
た
、
昭
和
を
代
表
す
る
作
家
田
辺
氏
の
作

品
を
研
究
す
る
素
材
と
し
て
、
こ
の
日
記
を
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
は
、
お
そ

ら
く
そ
の
分
析
方
法
と
し
て
最
も
正
当
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
を

十
分
に
承
知
し
た
上
で
、
『
十
八
歳
の
日
の
記
録
』
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
日

記
と
そ
の
日
記
中
に
遺
さ
れ
て
い
た
未
発
表
作
品
と
を
歴
史
史
料
と
し
て
見
た

場
合
、
そ
う
し
た
文
学
史
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
別
に
、
日
記
や
そ
れ
ら
作
品

を
執
筆
し
た
時
期
、
田
辺
氏
が
在
籍
し
て
い
た
樟
蔭
女
子
専
門
学
校
（
以
下
、

「
樟
蔭
女
専
」
と
略
記
す
る
）
の
姿
を
明
ら
か
に
し
て
行
く
上
で
極
め
て
貴
重

な
史
料
と
な
る
。『
十
八
歳
の
日
の
記
録
』
を
分
析
す
る
こ
と
で
明
ら
か
と
な
っ

て
く
る
事
実
は
、

�昭
和
二
〇
年
八
月
十
五
日

�と
い
う
時
代
の
転
換
点
を
挟

む
時
期
の
日
本
の
女
子
高
等
教
育
機
関
に
お
け
る
教
育
の
実
態
を
追
究
す
る
上

で
も
貴
重
な
材
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
本
稿
で
は
、

『
十
八
歳
の
日
の
記
録
』
を
歴
史
史
料
と
し
て
読
み
解
く

立
場
か
ら
、
そ
の
記

述
を
手
が
か
り
に
、
当
時
の
樟
蔭
女
専
に
お
け
る
教
育
の
実
態
へ
の
接
近
を
試

み
て
み
た
い
。

一
田
辺
聖
子
、

�漢
文

�へ
の
関
心

筆
者
は
、
か
つ
て
樟
蔭
学

園
に

残
る
樟
蔭
女
専
の
一

九
四
四
（
昭
和
一

九
）

年
度
の
『
教
務
日
誌
』
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
当
時
の
樟
蔭
女
専
の
状
況
の
一

端
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
こ
で
は
、
昭
和
一
九
年
度
に
お
け
る
学
校
生
活
に
関

し
て
、
①
勤
労
動
員
、
②
繰
り
上
げ
卒
業
、
③
空
襲
の
脅
威
と
い
う
三
点
に
注

目
し
た （
６
）。

ち
な
み
に

�昭
和
一
九
年

�度
は
、
田
辺
氏
が
樟
蔭
女
専
に
入
学
さ

れ
た
年

度
で
あ
る
。
『
十
八
歳
の
日
の
記
録
』
は
、
昭
和
二
〇
年
四
月
一
日
か
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ら
書
き
始
め
ら
れ
て
お
り （
７
）、
残
念
な
が
ら
昭
和
一
九
年
度
に
関
す
る
記
述
は
無

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
冒
頭
か
ら
郡
是
塚
口
工
場
に
お
け
る
勤
労
動
員
、

し
か
も
寮
生
活
を
し
な
が
ら
の
勤
労
動
員
の
実
態
に
つ
い
て
、
た
い
へ
ん
詳
細

に
記
述
さ
れ
て
い
る （
８
）。
と
り
わ
け
国
語
科
（
当
時
「
国
文
科
」
は
「
国
語
科
」

に
名
称
変
更
さ
れ
て
い
た
）
生
徒
間
の
人
間
関
係
や
動
員
さ
れ
た
工
場
の
女
子

工
員
に
対
す
る
微
妙
な
心
情
な
ど
が
、
日
記
と
い
う
性
格
も
あ
っ
て
か
た
い
へ

ん
生
々
し
く
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
手
が
か
り
に
当
時
の
勤
労
動
員
の

実
態
に
つ
い
て
追
及
す
る
こ
と
も
興
味
深
い
が
、
本
稿
で
は
い
っ
た
ん
そ
れ
は

棚
上
げ
に
し
て
、
『
十
八
歳
の
日
の
記
録
』
の
そ
こ
こ
こ
に
散
見
す
る
田
辺
氏

の
学
問
へ
の
関
心
を
う
か
が
わ
せ
る
記
述
に
焦
点
を
あ
て
た
い
。

『
十
八
歳
の
日
の
記
録
』
を
読
み
進
め
る
中
で
気
が
つ
い
た
の
は
、
当
時
の

田
辺
氏
の

�漢
文

�へ
の
関
心
の
高
さ
で
あ
る
。
昭
和
二
〇
年
九
月
九
日
条
に

は
、「
私
は
漢
文
を
も
っ
と
究
め
た
く
思
っ
て
い
る
。
行
け
れ
ば
論
語
、
孟
子
、

史
記
、
左
伝
、
魏
志
な
ん
か
も
見
た
い
し
。
」
と
記
さ
れ
る
。
さ
ら
に
昭
和
二

一
年
に
な
っ
て
か
ら
の
記
事
と
な
る
が
、
二
月
十
四
日
の
学
期
末
試
験
に
関
連

す
る
記
述
の
中
に
「
今
も
っ
ぱ
ら
力
を
入
れ
て
い
る
の
は
、
漢
文
で
あ
る
。
し

か
し
重
大
と
思
っ
て
い
る
の
は
、
教
育
と
倫
理
、
こ
れ
が
心
配
。
」
と
い
っ
た

記
事
も
あ
る
。
そ
し
て
同
年
四
月
に
三
年
次
に
進
級
し
た
後
も
、
七
月
十
七
日

条
に
は
「
勉
強
は
い
ま
、
漢
文
に
手
を
つ
け
て
い
る
が
、
膨
大
で
難
解
な
荘
子
、

全
部
を
克
服
す
る
に
は
、
骨
が
折
れ
る
。
」
と
記
さ
れ
、
八
月
十
六
日
の
記
事

に
も
、
成
績
の
さ
ら
な
る
向
上
を
目
指
し
て
果
た
す
べ
き
課
題
と
し
て
「
そ
れ

と
、
老
子
と
論
語
、
こ
れ
も
や
る
べ
き
だ
。
荘
子
の
予
習
。
」
と
記
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
昭
和
二
一
年
末
の
冬
季
講
習
に
お
い
て
は
、

関
矢
道
雄
先
生 （
９
）の
「
支
那
文
学
史
、
詩
に
つ
い
て
」
を
、
安
田
章
生
先
生
の

「
短
歌
の
周
辺
」
と
と
も
に
選
択
し
て
い
る （

�）。

と
こ
ろ
で
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
二
年
次
の
期
末
試
験
で
力
を
注
い
だ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
期
待
し
た
よ
う
に
は
漢
文
の
成
績
が
良
く
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
、
漢
文
の
担
当
教
員
、
お
そ
ら
く
は
関
矢
先
生
に
点
数
に
つ
い
て
問
い
合
わ

せ
し
よ
う
か
ど
う
し
よ
う
か
迷
う
様
子
が
、
昭
和
二
一
年
四
月
二
十
五
日
条
に

次
の
よ
う
に
綴
ら
れ
て
い
る
。

（
前
略
）

大
掃
除
終
了
後
、（
中
略
）
成
績
を
き
い
た
。
勝
俣
先
生
か
ら
で
あ
る
。

漢
文
の
八
十
七
点
は
心
外
中
の
心
外
で
あ
っ
た
。
宇
賀
田
さ
ん
で
も
九
十

点
台
で
あ
る
の
に
、
何
故
私
は
八
十
七
点
な
の
で
あ
ろ
う
。
成
績
査
定
会

を
開
い
て
定
め
た
結
果
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
、
後
々
の
こ
と
も
あ
り
、
三
年

生
の
試
験
に
際
し
て
、
心
得
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
ぜ
ひ
説
明
し
て
も
ら
お

う
と
思
う
。
心
の
中
が
も
や
も
や
し
て
今
に
も
泣
き
出
し
そ
う
で
、
漢
文

が
に
く
ら
し
く
っ
て
な
ら
な
い
。

「
人
を
馬
鹿
に
し
て
る
わ
」
と
思
わ
ず
大
声
で
言
っ
た
の
が
教
務
室
の

前
で
あ
っ
て
、
後
で
ハ
ッ
と
な
っ
た
。
だ
け
ど
、
ほ
ん
と
に
な
ぜ
こ
ん
な

ク
サ
リ
切
っ
た
点
な
の
か
、
聞
き
た
く
思
う
。
私
は
、
試
験
は
出
来
た
自

信
が
あ
る
。
ま
た
、
月
々
の
宿
題
も
ち
ゃ
ん
と
出
し
て
き
た
。
そ
の
宿
題

も
、
天
地
に
恥
じ
ず
自
分
が
、
一
生
懸
命
考
え
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

私
は
こ
う
言
お
う
か
と
思
う
。
「
先
生
、
あ
の
う

・
・

・
前
学
期
の
漢
文

の
成
績
で
す
が
、
率
直
に
申
し
あ
げ
ま
す
と
、
意
外
な
ほ
ど
の
点
で
し
た

の
で
、
ど
う
い
う
と
こ
ろ
が
い
け
な
か
っ
た
の
か
、
こ
れ
か
ら
の
参
考
の
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た
め
に
、
聞
か
せ
て
頂
け
ま
せ
ん
か
」

い
や
、
そ
の
前
に
、
ま
ず
切
り
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
あ
の
先
生
の
い

つ
も
居
ら
れ
る
図
書
室
は
、
事
務
員
が
二
、
三
人
と
ぐ
ろ
を
巻
い
て
る
か

ら
、
と
つ
ぜ
ん
、
こ
う
切
り
出
し
て
は
な
ら
な
い
。
ま
ず
、
昼
食
後
、
お

ず
お
ず
と
ド
ア
を
開
け
、
し
お
ら
し
い
恰
好
を
し
て
、
入
っ
て
ゆ
く
。
そ

し
て
、
ゆ
っ
く
り
と
、
よ
く
理
解
出
来
る
よ
う
に
言
う
。

「
先
生
、
お
願
い
が
あ
り
ま
す
・
・
・
」

き
っ
と
、
先
生
は
近
眼
鏡
越
し
に
、
私
を
し
げ
し
げ
と
見
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
私
は
き
っ
と
真
赤
に
な
っ
て
俯
む
く
に
違
い
な
い
。

昼
休
み
の
時
間
だ
っ
た
ら
、
あ
た
り
に
沢
山
、
生
徒
が
い
る
だ
ろ
う
か

ら
、
そ
れ
で
は
や
は
り
、
放
課
後
に
し
よ
う
か
。
放
課
後
で
は
先
生
は
用

事
を
控
え
て
居
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
ら
、
こ
う
言
う
。

「
先
生
、
お
忙
し
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。
ち
ょ
っ
と
お
願
い
が

あ
り
ま
す
が
・
・
・
」

こ
れ
で
よ
ろ
し
い
。
し
か
し
先
生
は
、
き
っ
と
大
き
な
声
を
張
り
上
げ
、

「
は
あ
っ

!?

な
ん
で
す
か
あ
？
」

と
言
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
先
生
は
師
範
在
学
時
代
、
右
耳
を
手
術
し
て
全

く
聞
え
な
い
の
で
あ
る
。
大
声
で
い
わ
れ
た
ら
私
は
逆
上
し
て
し
ま
っ
て

喉
は
カ
ラ
カ
ラ
に
な
り
、
目
は
ひ
か
ら
び
、
声
は
か
す
れ
、
顔
面
の
筋
肉

は
こ
わ
ば
っ
て
泣
き
た
く
な
る
。
私
は
と
っ
て
も
気
が
小
さ
く
て
、
羞
み

屋
だ
か
ら
。
胸
を
張
っ
て
堂
々
と
冷
静
に
・
・
・
。

あ
あ
あ
あ
。
い
や
あ
ん
な
っ
ち
ま
う
。
で
も
八
十
七
点
と
い
う
点
に
思

い
を
致
す
時
、
の
ほ
ほ
ん
と
拱
手
傍
観
し
て
は
い
ら
れ
な
い
。

（
後
略
）

長
い
引
用
と
な
っ
た
が
、
後
に
時
代
を
代
表
と
す
る
作
家
と
な
っ
た
田
辺
氏

の
面
目
躍
如
、
学
校
を
舞
台
に
し
た
小
説
を
読
む
か
の
よ
う
な
感
覚
さ
え
呼
び

さ
ま
す
記
述
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
注
目
し
た
い
の
は
、
二
年
次
末
の

試
験
に
基
づ
く
漢
文
の
成
績
に
対
す
る
不
満
と
自
身
の
漢
文
の
学
び
に
対
す
る

自
信
で
あ
る
。
日
頃
か
ら
漢
文
を
十
分
に
勉
強
し
、
し
か
も
試
験
に
つ
い
て
も

か
な
り
な
手
応
え
を
持
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
納
得
で
き
る
よ
う
な
成

績
評
価
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
改
め
て
、
田
辺
氏
が
樟
蔭
女

専
在
学
中
、
漢
文
に
対
し
て
相
当
な
興
味
と
そ
れ
を
学
ぶ
こ
と
に
力
を
注
い
で

い
た
事
実
を
確
認
し
た
い
。

先
の
引
用
で
読
み
取
れ
る
田
辺
氏
の
成
績
問
い
合
わ
せ
へ
の
逡
巡
は
、
意
外

と
あ
っ
け
な
く
解
消
し
て
い
る
。
翌
四
月
二
十
六
日
条
に
よ
れ
ば
、「
放
課
後
、

漢
文
の
先
生
に
思
い
切
っ
て
言
う
。
疎
開
に
な
っ
た
寮
へ
行
く
途
中
の
廊
下
で
、

幸
い
誰
も
い
ず
、
思
う
存
分
話
せ
た
。
先
生
は
、
親
切
に
、
さ
っ
そ
く
調
べ
ま

し
ょ
う
、
そ
れ
は
そ
う
で
す
、
あ
な
た
が
九
十
点
以
下
と
は
お
か
し
い
。
私
も

神
様

じ
ゃ
な
い
か
ら

ネ
、
間
違
い
も
あ
る
か
も
し
れ
ん
・
・
・
。
『
こ
ん
な
こ

と
申
し
あ
げ
た
ら
、
先
生
は
自
惚
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
』

『
い
や
な
に
、
は
あ
、
そ
ん
な
こ
と
は
ち
っ
と
も
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
す
、
後
々

の
た
め
に
、
自
分
の
疑
問
を
解
く
の
は
よ
い
こ
と
で
す
。
よ
ろ
し
い
。
試
験
の

答
案
が
な
い
と
わ
か
ら
ん
か
ら
、
で
は
さ
っ
そ
く
・
・
・

』
」
と
あ
る
。
こ
の

後
、
担
当
の
先
生
か
ら
ど
の
よ
う
な
回
答
が
あ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が （

�）、

田
辺
氏
の
問
い
合
わ
せ
に
対
す
る
先
生
の
対
応
は
、
丁
寧
か
つ
田
辺
氏
の
漢
文

に
対
す
る
自
信
を
満
た
す
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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そ
れ
で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
、
田
辺
氏
は
漢
文
に
興
味
を
抱
き
、
そ
の
学
習

に
力
を
注
い
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
一
つ
に
は
、
成
績
の
席
次
を

あ
げ
る
目
的
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
漢
文
の
成
績
を
あ
げ
る
こ
と
で

学
科
内
に
お
け
る
成
績
順
位
が
あ
が
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う （

�）。
た

だ
、
そ
う
し
た
成
績
向
上
へ
の
欲
求
か
ら
の
み
、
漢
文
に
注
力
し
た
訳
で
は
無

か
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
次
に
そ
れ
ら
の
点
に
触
れ
よ
う
。

漢
文
の
学
習
に
意
欲
的
に
取
り
組
ん
だ
理
由
と
し
て
、
ま
ず
一
つ
、
田
辺
氏

の
中
国
の
歴
史
や
中
国
大
陸
に
関
す
る
高
い
関
心
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
田
辺
氏
は
、
樟
蔭
女
専
在
学
中
一
年
次
か
ら
二
年
次
に
進
級
す
る
時

期
、「
エ
ス
ガ
イ
の
子
」
を
完
成
さ
せ
て
い
る （

�）。「
エ
ス
ガ
イ
の
子
」
の
内
容
に

言
及
し
た
昭
和
二
〇
年
四
月
九
日
条
に
よ
れ
ば
、
主
人
公
と
な
る

�エ
ス
ガ
イ

の
子

�と
は
テ
ム
ジ
ン
、
す
な
わ
ち
元
の
初
代
皇
帝
チ
ン
ギ
ス
ハ
ン
の
こ
と
で

あ
る
。
当
然
、
そ
の
舞
台
と
な
っ
た
の
は
中
国
大
陸
で
あ
る
。
ま
た
、
『
十
八

歳
の
日
の
記
録
』
の
途
中
に
記
さ
れ
て
い
た
「
蒙
古
高
原
の
少
女
」
と
い
う
短

編
も
中
国
大
陸
を
舞
台
と
し
て
い
る （

�）。
さ
ら
に
言
え
ば
昭
和
二
一
年
四
月
ま
で

の
間
に
田
辺
氏
は
、
中
国
を
舞
台
と
す
る
「
北
京
の
秋
の
物
語
」
「
春
愁
蒙
古

史
」
と
い
っ
た
作
品
を
完
成
さ
せ
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
る （

�）。
と
す
る
な
ら
ば
、

当
時
の
田
辺
氏
が
、
中
国
の
歴
史
や
中
国
大
陸
に
つ
い
て
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
関

心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
昭
和
二
〇
年
五
月
二
十
三

日
条
の
「
東
洋
史
を
や
っ
て
い
る
。
面
白
く
て
や
め
ら
れ
な
い
。
藤
田
元
春
の

参
考
書
を
や
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
あ
れ
も
憶
え
た
い
、
こ
れ
も
知
り
た
い
、

ど
う
し
て
こ
う
な
る
ん
だ
ろ
う
、
な
ど
と
考
え
て
行
く
と
、
面
白
く
て
私
は
歯

医
者
へ
行
っ
て
順
番
を
待
つ
時
間
も
惜
し
く
て
、
お
ぼ
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。」

と
い
う
記
述
は
、
そ
の
推
測
を
補
強
し
て
く
れ
よ
う
。
樟
蔭
女
専
在
学
中
、
田

辺
氏
は
、
中
国
の
歴
史
や
中
国
大
陸
に
つ
い
て
に
強
い
関
心
を
有
し
て
お
り （

�）、

そ
の
延
長
線
上
に
漢
文
へ
の
高
い
学
習
意
欲
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

さ
ら
に
も
う
一
つ
、
田
辺
氏
が
漢
文
へ
の
関
心
を
強
く
し
て
い
た
理
由
を
推

測
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
田
辺
氏
が
漢
文
を
単
な
る
学
習
の
対
象
と
し
て

の
み
見
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。『
十
八
歳
の
日
の
記
録
』

に
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る （

	）。

漢
文
の
先
生
は
あ
ん
な
に
熱
心
に
授
業
し
て
下
さ
る
の
に
、
ど
う
し
て

皆
は
男
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
だ
の
、
に
く
ら
し
い
先
生
だ
の
言
う
の
で
あ
ろ
う
。

私
は
良
い
先
生
が
来
て
下
さ
っ
た
と
感
謝
し
て
い
る
。
次
々
と
プ
リ
ン
ト

を
刷
っ
て
下
さ
る
の
で
あ
る
。
私
は
自
分
の
努
力
を
他
人
に
嘗
め
ら
れ
た

く
な
い
の
に
、
宇
賀
田
さ
ん
は
私
の
糟
粕
を
嘗
め
て
足
れ
り
と
し
て
い
る
。

ど
う
し
て
あ
の
人
は
、
自
分
の
修
養
に
な
る
こ
と
に
目
を
向
け
な
い
の
で

あ
ろ
う
。
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
た
ら
、
自
分
自
身
の
実
力
な
ん
て
つ
き

は
し
な
い
の
に
。

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
先
に
漢
文
の
成
績
の
問
い
合
わ
せ
を
し
た

関
矢
先
生
に
つ
い
て
の
評
、
そ
し
て
あ
る
級
友
へ
の
評
と
な
る
が
、
注
目
し
た

い
の
は
傍
線
を
付
し
た
箇
所
で
あ
る
。
田
辺
氏
は
、
漢
文
で
学
ぶ
さ
ま
ざ
ま
な

作
品
が
「
修
養
」
の
素
材
、
自
分
自
身
を
高
め
て
行
く
上
で
の
教
え
、
導
き
に

な
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
田
辺
氏
は
次
の

よ
う
に
も
述
べ
て
い
る （


）。
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漢
文
で
浩
然
の
気
を
習
っ
た
。
ま
だ
は
っ
き
り
し
な
い
。
し
か
し
面
白

い
。
論
語
の
方
が
孟
子
よ
り
面
白
い
と
思
う
が
、
孟
子
の
王
道
政
治
の
理

想
は
、
民
主
主
義
の
今
日
で
も
共
通
す
る
倫
理
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し

理
想
は
あ
く
ま
で
理
想
だ
。
孟
子
の
夢
は
、
違
っ
た
形
を
と
っ
て
、
い
つ

の
世
に
も
人
類
の
上
に
輝
い
て
い
る
。
充
実
し
た
生
活
を

そ
れ
の

み
を
願
う
。（
後
略
）

孟
子
の
「
浩
然
の
気
」
に
つ
い
て
学
ん
だ
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
自
身
が
経

験
し
つ
つ
あ
る
戦
後
日
本
で
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
民
主
主
義
に
つ
い
て
思
考
を

巡
ら
せ
て
い
る
。
単
に
孟
子
の
説
を
理
解
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
自
ら
の

経
験
に
即
し
て
考
え
を
巡
ら
せ
る
と
い
う
、
た
い
へ
ん
深
い
学
び
が
田
辺
氏
の

内
面
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
敗
戦
と
い
う
時
代
の
大
き
な

転
換
を
実
体
験
し
て
い
る
が
故
の
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
漢
文
を
介

し
て
の
学
び
は
、
そ
の
後
の
田
辺
氏
の
考
え
方
に
大
き
な
影
響
を
残
し
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か （

�）。

以
上
、
田
辺
氏
の
『
十
八
歳
の
日
の
記
録
』
に
つ
い
て
、

�漢
文

�へ
の
関

心
と
い
う
視
点
か
ら
検
討
し
て
き
た
が
、
こ
の
田
辺
氏
の

�漢
文

�へ
の
関
心

と
い
う
点
に
関
連
し
て
、
興
味
深
い
資
料
が
田
辺
文
学
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

次
に
章
を
改
め
、
そ
の
資
料
を
紹
介
し
て
行
き
た
い
。

二
田
辺
聖
子
の
ノ
ー
ト
「
日
本
著
名
漢
詩
集

文
學
史
研
究
論
文
（
附
）
そ
の
一
」

紹
介
す
る
資
料
は
、
大
学
ノ
ー
ト
の
表
紙
を
模
様
の
あ
る
紙
で
覆
い
、
「
日

―6―



本
著
名
漢
詩
集

文
學
史
研
究
論
文
（
附
）
そ
の
一
」
と
い
う
題
簽
が
付
さ

れ
た
、
樟
蔭
女
専
時
代
の
田
辺
氏
の
ノ
ー
ト
（
以
下
、
「
漢
詩
集
ノ
ー
ト
」
と

略
記
す
る
）
で
あ
る
。
こ
の
漢
詩
集
ノ
ー
ト
は
、
「
は
じ
め
に
」
で
も
触
れ
た

「
第
十
四
回
特
別
企
画
展

田
辺
聖
子
の
青
春
」
に
お
い
て
も
展
示
さ
れ
て
い

た
。
表
紙
に
貼
ら
れ
た
題
簽
の
下
に
は
、
「
樟
蔭
女
專

國
一

田
邊
聖
子
」

と
い
う
所
属
と
学
年
、
氏
名
を
記
し
た
貼
り
紙
も
あ
り
、
昭
和
一
九
年
度
、
樟

蔭
女
専
一
年
次
の
田
辺
氏
の
学
び
の
足
跡
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
特
別
展
の
チ

ラ
シ
に
よ
れ
ば
、
「
空
襲
に
よ
っ
て
自
宅
が
焼
失
し
た
な
か
で
奇
跡
的
に
残
さ

れ
た
ノ
ー
ト
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
は
、
樟
蔭
学
園
一
〇
〇
周
年
記
念

誌
の
編
纂
に
携
わ
る
中
で
こ
の
漢
詩
集
ノ
ー
ト
の
存
在
を
知
り
、
今
回
改
め
て

そ
の
写
真
版
を
閲
覧
し
て
、
そ
の
内
容
を
検
討
す
る
機
会
を
得
た
。
以
下
こ
こ

で
は
、
写
真
版
か
ら
知
ら
れ
た
情
報
を
中
心
に
紹
介
、
検
討
す
る
。

漢
詩
集
ノ
ー
ト
の
表
表
紙
を
開
く
と
、
そ
の
裏
に
は
田
辺
氏
自
身
が
こ
の
ノ
ー

ト
の
目
次
を
記
し
て
い
る
。
そ
の
目
次
を
表
１
と
し
て
示
す
。
表
１
か
ら
は
、

こ
の
漢
詩
集
ノ
ー
ト
に
記
録
さ
れ
て
い
る
内
容
が
一
覧
で
き
る
。
順
に
見
て
行

く
こ
と
に
し
よ
う
。

（
１
）「
更
科
日
記
に
つ
い
て
」
と
「
文
學
史
雑
記
」

№
１
「
更
科 （
マ
マ
）日
記
に
つ
い
て
」
は
、
田
辺
氏
自
身
が
書
い
た
も
の
と
の
こ
と

で
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
樟
蔭
女
専
一
年
次
に
、
何
ら
か
の
講
義
の
課
題
と

し
て
、
『
更
級
日
記
』
に
つ
い
て
考
察
、
執
筆
し
て
提
出
し
た
、
い
わ
ゆ
る
レ

ポ
ー
ト
・
論
文
と
推
測
で
き
る
。
ノ
ー
ト
に
し
て
一
〇
ペ
ー
ジ
を
超
え
る
分
量

を
有
し
、
相
当
な
力
作
で
あ
る （

�）。
そ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
漢
詩
集
ノ
ー
ト

の
題
簽
に
「
文
學
史
研
究
論
文
」
と
記
す

�研
究
論
文

�の
下
書
き
に
あ
た
る

の
が
、
こ
の
「
更
科
日
記
に
つ
い
て
」
と
見
な
し
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

右
の
推
測
が
も
し
許
さ
れ
る
の
な
ら
ば
、
課
題
が
出
さ
れ
た
科
目
は
「
文
学

史
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
「
文
学
史
」
の
講
義
に
お
い
て
、
平
安

期
の
物
語
作
品
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
。
実
際
、
昭
和

三
（
一
九
二
八
）
年
樟
蔭
女
専
開
校
直
後
の
『
教
授
要
目
』
に
は
、
国
文
科
一

年
次
に
は
「
近
古
文
ヲ
主
ト
シ
平
易
ナ
ル
中
古
文
ヲ
モ
併
セ
授
ク
」
と
あ
り
、

教
科
書
に
使
用
す
る
作
品
と
し
て
『
徒
然
草
』
な
ど
の
「
近
古
文
」
の
ほ
か
に
、

『
竹
取
物
語
』『
伊
勢
物
語
』『
土
佐
日
記
』『
大
鏡
』
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る （

�）。

こ
れ
ら
は
講
読
の
対
象
と
考
え
ら
れ
る
が
、
同
じ
一
年
次
で
講
義
さ
れ
た
「
文

学
史
」
で
も
そ
う
し
た
「
中
古
文
」
「
近
古
文
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
と
推
測

す
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
無
理
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
一
年
次
に
田

辺
氏
が
履
修
し
た
「
文
学
史
」
の
課
題
と
し
て
、
こ
の
「
更
科
日
記
に
つ
い
て
」

が
提
出
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
こ
の
「
更
科
日
記
に
つ
い
て
」
に
関
連
し
て
注
目
し
た
い
の
は
、

『
十
八
歳
の
日
の
記
録
』
昭
和
二
〇
年
九
月
四
日
条
で
あ
る
。

い
ま
更
級
日
記
を
小
説
化
し
て
、
そ
の
現
実
と
夢
の
交
錯
の
美
し
い
姿

と
、
将
来
へ
の
希
望
に
、
常
に
燃
え
て
い
る
、
作
者
の
生
活
意
欲
の
逞
し

さ
を
描
こ
う
と
思
う
。
私
は
い
ま
前
途
に
な
ん
ら
の
光
明
も
な
さ
そ
う
な

の
で
、
光
明
に
燃
え
希
望
の
灯
を
あ
か
る
く
掲
げ
つ
つ
、
現
実
の
厳
し
い

茨
を
微
笑
し
て
切
り
拓
い
て
ゆ
こ
う
と
す
る
更
級
日
記
の
作
者
の
姿
に
傾

倒
し
て
い
る
。
図
書
よ
り
そ
の
参
考
書
二
冊
を
借
り
来
た
り
、
毎
晩
勉
強

の
あ
と
で
調
べ
て
今
の
と
こ
ろ
構
想
を
練
っ
て
い
る
。
冒
頭
を
、
京
の
家
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の
は
じ
ま
り
か
ら
も
っ
て
こ
よ
う
と
思
う
が
い
か
が
？
（
後
略
）

敗
戦
後
九
月
に
な
っ
て
、
樟
蔭
女
専
で
の
授
業
も
再
開
さ
れ
、
戦
時
下
の
勤

労
動
員
や
空
襲
の
恐
怖
か
ら
解
放
さ
れ
た
時
期
に
二
年
生
と
な
っ
て
い
た
田
辺

氏
は
、
『
更
級
日
記
』
の
小
説
化
を
構
想
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た

『
更
級
日
記
』
へ
の
興
味
、
関
心
は
、
高
等
女
学
校
時
代
か
ら
の
も
の
で
あ
っ

た
が （

�）、
そ
れ
を
発
展
さ
せ
て
小
説
化
を
期
す
る
契
機
と
な
っ
た
の
が
、
先
の
論

文
作
成
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
か
か
る
点
に
つ
い
て
の
検
討
は
今
後
の

課
題
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
単
純
に
、
田
辺
氏
が
樟
蔭
女
専
在
学
中

に
執
筆
し
た
論
文
が
残
さ
れ
て
い
る
幸
運
を
喜
び
た
い
と
思
う （

�）。

次
の
№
２
「
文
學
史
雑
記
」
と
題
さ
れ
た
部
分
は
、
目
次
に
よ
れ
ば
、
樟
蔭

女
専
で
「
文
学
概
論
」
な
ど
を
担
当
さ
れ
て
い
た
新
町
徳
之
先
生 （

�）の
講
義
を
記

録
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

先
の
『
更
級
日
記
』
に
関
す
る
レ
ポ
ー
ト
に
続
く
部
分
に
は
、
目
次
に
は
登

場
し
な
い
漢
文
の
読
み
方
に
つ
い
て
の
メ
モ
的
記
述
を
挟
ん
で
、
「
四
月
十
三

日
（
木
）
」
と
の
日
付
記
載
が
あ
り
、
一
一
ペ
ー
ジ
と
な
る
。
昭
和
一
九
年
四

月
十
三
日
は
木
曜
日
で
あ
る
か
ら
、
日
付
以
下
の
こ
の
「
文
學
史
雑
記
」
と
題

さ
れ
た
部
分
は
、
四
月
十
三
日
の
授
業
内
容
を
記
録
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
部
分
で
は
、
当
時
活
躍
し
て
い
た
作
家
た
ち
、
特
に
関
西
圏

で
活
動
し
て
い
た
作
家
た
ち
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
。
多
く
の
作
家
た
ち
の

名
前
が
あ
げ
ら
れ
る
中
で
、
吉
川
則
比
古
、
下
村
海
南
（
弘
）
、
岸
本
水
府
、

大
谷
句
佛
、
水
落
露
石
、
五
島
美
代
子
、
五
島
茂
、
九
條
武
子
、
柳
原
白
蓮
、

高
木
月
計
、
菊
地
幽
芳
、
横
山
健
堂
（
達
三
）
、
吉
岡
善
寺
洞
、
内
藤
鳴
雪

（
素
行
）、
星
野
立
子
ら
に
赤
鉛
筆
で
線
が
付
さ
れ
て
い
る
。
正
宗
白
鳥
や
徳
田

秋
声
、
川
端
康
成
、
橫
光
利
一
、
佐
藤
春
夫
ら
の
名
前
も
見
い
だ
さ
れ
る
が
、

彼
ら
に
赤
線
は
付
さ
れ
て
い
な
い
。
赤
線
が
付
さ
れ
た
時
期
を
確
定
す
る
こ
と

は
も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
が
、
ど
の
よ
う
な
興
味
、
関
心
か
ら
田
辺
氏
が
わ
ざ
わ

ざ
赤
線
を
付
し
た
の
か
、
興
味
は
尽
き
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
田
辺
氏
が
樟
蔭
女
専
に
入
学
し
た
昭
和
一
九
年
度
は
、
四
月
五

日
午
後
に
入
学
式
が
行
わ
れ
て
い
る （

�）。
し
た
が
っ
て
先
の
日
付
記
載
に
あ
る
四

月
十
三
日
は
、
一
年
生
に
と
っ
て
は
本
格
的
な
講
義
が
開
始
さ
れ
て
間
も
な
い

頃
で
あ
り
、
「
文
學
史
雑
記
」
は
、
そ
の

頃
聴
講
し
た
授
業
の

ノ
ー
ト
で
あ
っ

た
と
判
断
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
新
町
先
生
の
授
業
を
樟
蔭
女
専
に
入
学
し
て

す
ぐ
の
田
辺
氏
が
懸
命
に
ノ
ー
ト
し
て
い
る
様
子
が
想
像
さ
れ
る
。

そ
し
て
同
時
に
、
私
た
ち
は
こ
の
田
辺
氏
が
記
録
し
た
内
容
か
ら
、
当
時
の

樟
蔭
女
専
に
お
け
る
国
語
、
田
辺
氏
が
付
し
た
「
文
學
史
雑
記
」
と
の
題
名
か

ら
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
は
ま
た
「
文
学
史
」
の
講
義
の
一
端
を
推
測
す
る
こ
と

が
許
さ
れ
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
「
文
学
史
」
の
講
義
で
は
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、

『
更
級
日
記
』
の
よ
う
な
古

典
文
学
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
た

だ
、
そ
う
し
た
古
典
文
学
に
と
ど
ま
ら
ず
、
当
時
―
こ
の
ノ
ー
ト
が
記
さ
れ
た

時
点
で
は
、

�現
代

�に
あ
た
る
が

―
、
大

阪
は
じ

め
関
西
圏
で
活
躍
す
る
作

家
た
ち
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
授
業
が
講
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る （

�）。

か
つ
て
筆
者
は
、
樟
蔭
女
専
に
お
け
る
「
文
学
史
」
試
験
問
題
の
出
題
傾
向
が
、

昭
和
六
（
一
九
三
一
）
年
度
頃
を
境
と
し
て
、
近
代
文
学
重
視
へ
と
変
化
し
て

い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る （

	）。
卒
業
試
験
的
意
味
を
も
有
し
た
中
等
教

員
検
定
試
験
問
題
の
出
題
傾
向
か
ら
そ
れ
を
推
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
樟
蔭
女

専
で
は
三
年
次
段
階
に
と
ど
ま
ら
ず
一
年
次
か
ら
近
代
文
学
、
さ
ら
に
言
え
ば
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�現
代
文
学

�と
呼
ん
で
も
差
し
支
え
な
い
よ
う
な
時
期
の
作
家
を
取
り
上
げ

た
授
業
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
昭
和
一
九
年
と
い
う
、

戦
争
の
敗
色
が
次
第
に
濃
厚
と
な
り
、
十
分
な
授
業
時
間
が
確
保
さ
れ
た
と
は

到
底
考
え
ら
れ
な
い
時
期
で
あ
り
、
系
統
だ
っ
た
講
義
の
実
施
も
困
難
で
あ
っ

た
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
一
回
限
り
の
授
業
で
あ
っ

た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
、
同
時
代
的
な
作
家
や
作
品
が
取
り
上
げ
ら
れ

た
授
業
は
、
受
講
生
か
ら
す
れ
ば
興
味
を
か
き
立
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
２
）
森
本
治
吉
「
和
珥
坂
の
少
女
」

№
３
「
和
珥
坂
の
少
女
」
は
、
紫
式
部
学
会
編
輯
の
雑
誌
『
日
本
的
教
養

む
ら
さ
き
』
第
七
巻
第
十
一
号
（
昭
和
一
五
（
一
九
四
〇
）
年
十
一
月
一
日
発

行
）
に
掲
載
さ
れ
た
森
本
治
吉
氏 （

�）の
論
文
「
和
珥
坂
の
少
女
―
上
代
女
流
作
家

評
論
―
」

（

�）

の
ほ
ぼ
全
文
を
田
辺
氏
が
筆
写
し
た
も
の
で
あ
る （

�）。
こ
の
「
和
珥
坂

の
少
女
」
で
は
、
崇
神
天
皇
の
時
代
、
北
陸
に
派
遣
さ
れ
た
大
彦
命
が
山
城
国

和
珥
坂
で
出
会
っ
た
少
女
が
大
彦
命
に
向
か
っ
て
歌
っ
た
歌
か
ら
説
き
起
こ
し
、

古
代
、
と
り
わ
け
「
上
古
」
と
区
分
さ
れ
る
時
期
の
女
性
に
指
摘
で
き
る
、

①
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
な
側
面
と
②
軍
事
に
も
関
わ
っ
て
い
た
側
面
が
論
じ
ら

れ
て
い
る
。
そ
し
て
漢
詩
集
ノ
ー
ト
の
こ
の
部
分
に
は
、「
日
本
女
性
史
参
考
」

と
赤
字
の
頭
注
が
田
辺
氏
に
よ
り
付
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
想
起
し
た
い
の
が
、
『
十
八
歳
の
日
の
記
録
』
昭
和
二
〇
年
五
月
二

十
一
日
条
で
あ
る
。
「
千
葉
先
生 （

�）に
出
し
た
論
文
「
上
古
の
女
性
」
は
秀
を
つ

け
て
返
し
て
も
ら
い
、
評
に
『
再
読
し
た
が
出
色
の
出
来
栄
え
で
あ
る
』
と
し

て
あ
っ
て
嬉
し
い
。
（
中
略
）
こ
の
論
文
に
つ
い
て
は
私
は
ほ
と
ん
ど
絶
望
し

て
い
た
の
に
、
こ
ん
な
程
度
の
も
の
が
秀
と
は
恐
れ
入
る
。
優
が
ほ
と
ん
ど
ら

し
い
。（
後
略
）」
と
あ
り
、
田
辺
氏
が
一
年
次
の
課
題
と
し
て
「
上
古
の
女
性
」

と
題
す
る
論
文
を
提
出
し
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
田
辺
氏
の
こ
の
「
上
古
の
女

性
」
な
る
論
文
は
、
残
念
な
が
ら
六
月
の
大
阪
大
空
襲
に
よ
っ
て
焼
失
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が （

�）、
森
本
「
和
珥
坂
の
少
女
」
で
論
じ
ら
れ
て
い
た

よ
う
な
、
上
古
の
女
性
に
関
す
る
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
側
面
や
軍
事
に
関
わ
る

側
面
に
つ
い
て
触
れ
た
論
文
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。
先
の
「
更
科
日
記
に
つ
い
て
」
に
し
て
も
、
こ
の
「
上
古
の
女

性
」
に
し
て
も
、
田
辺
氏
が
課
題
と
し
て
提
出
し
た
論
文
は
、
極
め
て
高
い
水

準
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

（
３
）
大
江
文
城
教
授
講
義
三
編

森
本
治
吉
「
和
珥
坂
の
少
女
」
に
続
い
て
、
漢
詩
集
ノ
ー
ト
二
四
ペ
ー
ジ
の

文
学
史
に
関
わ
る
と
推
定
さ
れ
る
記
載 （

	）を
は
さ
み
、
そ
の
次
に
綴
ら
れ
て
い
る

の
は
、
大
江
文
城
（
お
お
え

ふ
み
き
）
先
生
に
よ
る
講
義
の
ノ
ー
ト
「
十
八

史
略
詳
解
」「
漢
字
説
文
學
」「
日
本
著
名
漢
詩
集
」
の
三
編
で
あ
る
。

№
４
「
十
八
史
略
詳
解
」
は
、
行
頭
に
「

p34」
の
よ
う
に
ペ
ー
ジ
数
が
記
さ

れ
、
そ
の
下
に
長
文
の
『
十
八
史
略
』
の
解
釈
と
判
断
さ
れ
る
文
章
が
記
さ
れ

て
い
る
。
田
辺
氏
が
予
習
、
あ
る
い
は
復
習
の
際
に
教
科
書
の
原
文
に
つ
い
て

解
釈
し
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。
そ
れ
が
六
ペ
ー
ジ
半
ほ
ど
続
い
た
後
、
赤
字

の
「
日
本
著
名
漢
詩
集
及
ビ
漢
字
説
文
學
講
義
」
と
の
頭
注
が
記
さ
れ
る
。

た
だ
、「
漢
字
説
文
學
講
義
」、

目
次
の
№
５
「
漢
字
説
文
學
」
に
該
当
す
る
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部
分
は
、
わ
ず
か
半
ペ
ー
ジ
に
満
た
な
い
。
縦
書
き
さ
れ
た
ノ
ー
ト
の
上
部
に
、

カ
タ
カ
ナ
書
き
の
五
十
音
図
が
記
さ
れ
、
そ
の
う
ち
「
ア
」
字
の
上
に
「
音
」

の
字
、
同
じ
く
「
ア
」
字
の
右
横
に
「
韻
」
の
字
が
メ
モ
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
五
十
音
図
の
下
に
は
「
五
十
音
圖
は
、
悉
曇
―
印
度
―
の
学
に
通
じ
て
ゐ
る

人
が
作
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
吉
備
真
備
と
い
ふ
の
は
嘘
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、

支
那
の
説
文
学
に
も
要
る
。
支
那
に
ア
イ
ウ
エ
オ
は
な
い
け
れ
ど
、
韻
は
こ
れ

を
ふ
む
。」
と
記
載
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
分
量
的
に
は
き
わ
め
て
少
な
い
が
、

わ
ざ
わ
ざ
目
次
に
抽
出
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
田
辺
氏
に
と
っ
て
は
大

事
な
内
容
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
前
章
で
指
摘
し
た
、
漢
文
へ
の
関
心
と
関

連
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

最
後
の
№
６
「
日
本
著
名
漢
詩
集
」
は
、
こ
の
漢
詩
集
ノ
ー
ト
の
題
簽
に
お

い
て
メ
イ
ン
の
題
名
と
し
て
そ
れ
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
測
さ
れ
る

よ
う
に
、
田
辺
氏
に
と
っ
て
最
も
大
事
な
部
分
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

こ
で
は
、
平
安
時
代
、
菅
原
道
真
の
「
九
月
十
日
」
と
題
す
る
七
言
絶
句
に
始

ま
り
、
江
戸
時
代
後
期
、
梁
川
星
巌
の
「
芳
（
吉
）
野
」
と
題
す
る
七
言
絶
句

ま
で
、
全
部
で
三
十
五
の
日
本
人
に
よ
る
漢
詩
に
つ
い
て
、
返
り
点
を
付
し
た

原
文
と
解
釈
を
記
し
て
い
る
。
途
中
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
追
加
の
記
述
を
行
っ
た
貼

り
紙
も
あ
り
、
こ
の
「
日
本
著
名
漢
詩
集
」
の
部
分
を
何
度
も
田
辺
氏
が
見
直

し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
推
測
さ
れ
る
。
や
は
り
田
辺
氏
に
と
っ
て
は
こ
の

ノ
ー
ト
の
中
で
と
り
わ
け
大
切
な
箇
所
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ

う
。さ
て
、
こ
の
漢
詩
集
ノ
ー
ト
に
挟
み
込
ん
で
あ
っ
た
別
紙
の
一
覧
を
基
に
、

こ
の
部
分
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
漢
詩
を
表
２
と
し
て
ま
と
め
た
。

取
り
上
げ
ら
れ
た
漢
詩
の
ほ
と
ん
ど
が
七
言
絶
句
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
表

２
の
№

10石
川
丈
山
以
降
、
そ
の
三
分
の
二
以
上
が
江
戸
時
代
の
文
人
ら
の
手

に
な
る
漢
詩
―
№
８
・
９
の
伊
達
政
宗
も
生
存
年
か
ら
考
え
る
と
、
そ
れ
に
含

め
て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
―
で
あ
る
と
い
っ
た
点
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き

る （

�）。
こ
う
し
た
内
容
の
講
義
を
漢
文
担
当
の
大
江
先
生
が
行
っ
て
い
た
こ
と
を

こ
こ
で
は
強
調
し
て
お
き
た
い （

�）。
ふ
つ
う
漢
文
と
言
え
ば
、
中
国
古
典
を
素
材

に
し
て
講
義
さ
れ
る
こ
と
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
感
じ
る
が
、
昭
和
一
九
年
当

時
樟
蔭
女
専
で
は
、
日
本
人
が
作
っ
た
漢
詩
、
し
か
も
江
戸
時
代
の
そ
れ
に
つ

い
て
も
授
業
で
講
義
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
内
容
を
記
し
た
ノ
ー

ト
を
大
切
に
し
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
や
は
り
田
辺
氏
は
、
樟
蔭
女
専
在

学
中
、
日
本
で
作
ら
れ
た
漢
文
も
含
め
て
、
漢
文
に
対
す
る
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ

関
心
を
有
し
て
い
た
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
漢
詩
集
ノ
ー
ト
は
、
こ
の
「
日
本
著
名
漢
詩
集
」
部
分
で
実
は
終
わ

り
で
は
な
い
。
五
八
ペ
ー
ジ
以
降
に
は
、
裏
表
紙
側
か
ら
三
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ

て
、

赤
字
で
「

�を
か
し

�と

�あ
は
れ

�に
つ
い
て
の
考

察
」
と

注
記
さ
れ

た
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
目
次
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
想

像
す
る
し
か
な
い
が
、
こ
の
部
分
も
田
辺
氏
が
何
ら
か
の
講
義
の
課
題
と
し
て

作
成
し
つ
つ
あ
っ
た
レ
ポ
ー
ト
・
論
文
の
下
書
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
、

①
未
完
に
終
わ
っ
た
、
あ
る
い
は
提
出
に
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
あ
え
て

目
次
に
は
記
さ
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
、
②
題
簽
を
付
し
た
り
、
目
次
を
作
成

し
た
後
、
ノ
ー
ト
の
余
っ
て
い
た
部
分
を
使
っ
て
下
書
き
を
し
た
た
め
、
目
次

に
は
現
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
目
次
に
記
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
①

②
の
い
ず
れ

か
、
あ
る
い
は
③
と
し
て
、
①
②
の
合
わ
さ
っ
た
こ
と
に
よ
る
か
と
想
定
し
て
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お
き
た
い （

�）。

（
４
）
大
江
文
城
先
生
と
小
説
「
無
題
」

最
後
に
、
「
十
八
史
略
詳
解
」
「
漢
字
説
文
學
」
「
日
本
著
名
漢
詩
集
」
の
講

義
者
で
あ
る
大
江
文
城
先
生
に
注
目
し
た
い （

�）。
大
江
先
生
は
、
漢
文
の
担
当
者

と
し
て
昭
和
一
〇
（
一
九
三
五
）
年
度
か
ら
昭
和
二
〇
（
一
九
四
五
）
年
度

（
途
中
）
ま
で
樟
蔭
女
専
で
教
壇
に
立
た
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る （

�）。
そ

し
て
『
十
八
歳
の
日
の
記
録
』
昭
和
二
〇
年
四
月
十
八
日
条
に
は
、
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。

漢
文
不
得
手
、
然
共
懐
旧
情
激
然
。
吾
時
比
拙
文
一
章
草
、
聯
綿
而
想

起
、
彼
漢
文
担
任
教
授
大
江
先
生
之
禿
頭
。
先
生
口
癖
曰
、

途
保
途
保
亦

或
又
、
月
光
照
燦
評
曰

巴
亦

或
又
、
獨
坐
、
状
曰

津
久
念
亦

先
生
、
無
綽
名
。
恐
為
人
格
之
円
満
歟
。
吾
思
、
円
満
居
士
。
先
生
有

御
健
勝
、
祈
御
息
災
。

日
記
で
あ
る
と
の
安
心
感
か
ら
か
田
辺
氏
は
、
大
江
先
生
の
風
貌
に
言
及
す

る
一
方
で
、
大
江
先
生
に
綽
名
が
な
い
こ
と
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
は
先
生
の
人

格
が
円
満
で
あ
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
述
べ
、
そ
の
健
康
を
祈
っ
て
い
る
。

漢
文
と
し
て
記
事
を
書
い
て
い
る
の
は
ご
愛
敬
か
も
し
れ
な
い
が （

�）、
大
江
先
生

を
敬
愛
す
る
気
持
ち
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
し
て
さ
ら
に
注
目
し
た
い
の
が
、
『
十
八
歳
の
日
の
記
録
』
昭
和
二
〇
年

十
二
月
二
十
三
日
条
と
翌
二
一
年
一
月
十
一
日
条
の
間
に
載
せ
ら
れ
て
い
た
と

い
う
女
子
専
門
学
校
を
舞
台
と
し
た
小
説
（「
無
題
」）
（

�）

の
構
想
、
登
場
人
物
た

ち
の
性
格
付
け
を
記
し
た
、
昭
和
二
〇
年
九
月
二
十
二
日
条
の
「
老
齢
で
物
々

し
く
威
厳
が
あ
り
、
し
か
も
優
し
い
漢
文
の
Ｏ
教
授
。
」
な
る
記
載
で
あ
る
。

漢
文
担
当
で
イ
ニ
シ
ャ
ル
が
Ｏ
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
モ
デ
ル
が
大
江

先
生
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る （

�）。
こ
の
漢
文
担
当
の
老
教
授

の
授
業
時
の
様
子
が
小
説
「
無
題
」
の
中
で
は
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

①
ゆ
っ
た
り
と
老
齢
の
教
授
が
現
れ
る
。

②
敬
は
一
心
に
ノ
ー
ト
を
し
た
。
教
授
の
解
釈
は
つ
ね
に
新
し
い
時
代
に

沿
っ
て
、
生
命
を
持
っ
て
い
た
。
教
授
は
ゆ
っ
く
り
と
低
い
声
で
言
う
。

や
さ
し
く
、
そ
し
て
真
摯
に
教
授
は
生
徒
た
ち
に
言
う
。
長
年
の
教
授
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生
活
で
、
口
調
に
一
種
の
型
が
で
き
、
そ
の
型
は
各
々
の
教
授
の
性
格

を
表
す
。

③
教
授
は
老
齢
で
疲
れ
る
の
で
椅
子
へ
座
り
、
片
手
に
教
科
書
を
持
ち
、

片
手
は
か
る
く
机
に
添
え
て
い
る
。
極
め
て
ゆ
る
ゆ
る
と
、
教
授
は
味

の
あ
る
、
老
い
た
声
で
し
ず
か
に
言
う
。
敬
は
、
孔
子
の
肉
声
を
き
く

よ
う
な
錯
覚
に
捉
わ
れ
、
ふ
と
微
笑
し
て
教
授
を
見
上
げ
た
。
教
授
も

ま
た
、
ふ
と
敬
を
見
下
し
、
優
し
く
頷
く
。

④
教
授
は
老
い
た
る
や
さ
し
い
瞳
を
ひ
ろ
く
和
や
か
に
、
生
徒
た
ち
に
投

げ
か
け
る
。
敬
は
「
忠
恕
」
と
い
う
言
葉
が
ど
う
解
釈
し
て
い
い
か
わ

か
ら
な
い
。
と
、
教
授
は
そ
れ
に
答
え
る
ご
と
く
、
噛
み
ふ
く
め
る
よ

う
に
説
き
出
す
。

⑤
敬
は
ク
ラ
ス
の
人
々
が
、
漢
文
の
時
間
と
道
義
の
時
間
を
截
然
と
区
別

し
て
い
る
理
由
が
汲
め
な
い
の
で
あ
っ
た
。
敬
に
と
っ
て
は
、
自
己
を

修
養
す
る
道
は
一
つ
だ
と
思
う
。
彼
女
は
、
自
己
の
人
格
を
磨
く
の
に

は
、
や
ぶ
さ
か
で
な
く
あ
り
た
か
っ
た
。
（
中
略
）
敬
は
あ
ら
ゆ
る
も

の
を
吸
収
し
て
自
己
を
完
成
し
て
行
き
た
か
っ
た
。
試
験
に
備
え
る
た

め
の
み
の
学
問
で
は
な
い
と
敬
は
確
信
し
、
そ
う
い
う
自
覚
を
持
つ
こ

と
が
す
で
に
修
養
道
の
一
歩
を
印
し
た
よ
う
に
嬉
し
い
。

⑥
教
授
は
ま
た
、
お
も
む
ろ
に
教
科
書
を
取
り
上
げ
て
、
読
み
は
じ
め
る
。

六
箇
所
ほ
ど
抽
出
し
た
が
、
②
～
④
や
⑥
の
漢
文
担
当
教
授
の
授
業
の
描
写

は
、
大
江
先
生
の
日
頃
の
授
業
の
様
子
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
想
像
す
る
。
そ
し
て
⑤
の
叙
述
は
、
前
章
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
田
辺
氏
の

漢
文
へ
の
関
心
が
単
に
教
科
と
し
て
の
漢
文
、
成
績
を
上
昇
さ
せ
る
た
め
だ
け

で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
漢
文
を
学
ぶ
こ
と
（
も
ち
ろ
ん
漢
文
だ
け
で
は
な
く
、

学
問
全
て
で
あ
ろ
う
が
、
漢
文
に
そ
の
傾
向
が
よ
り
強
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）

が
、
自
己
の
人
格
の
完
成
、
修
養
に
役
立
つ
と
の
認
識
を
、
田
辺
氏
が
有
し
て

い
た
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
田
辺
氏
の
漢
文
へ
の
関
心
の
高
さ
は
、
一
年
次
に

敬
愛
で
き
る
大
江
先
生
か
ら
授
業
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
い
っ
そ
う
強

ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
大
江
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
た
こ
と
を
、
田
辺

氏
は
『
十
八
歳
の
日
の
記
録
』
昭
和
二
〇
年
十
月
十
九
日
条
に
、
「
大
江
先
生

は
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
。
惜
し
い
。
ほ
ん
と
に
悲
し
い
こ
と
だ
。」
と
記
す
。

田
辺
氏
の
本
心
か
ら
の
言
葉
で
あ
っ
た
ろ
う
。

お
わ
り
に
か
え
て

以
上
、
『
十
八
歳
の
日
の
記
録
』
か
ら
う
か
が
い
知
ら
れ
る
田
辺
氏
の

�漢

文

�へ
の
関
心
と
、
そ
れ
に
関
連
す
る
田
辺
氏
の
ノ
ー
ト
「
日
本
著
名
漢
詩
集

文
學
史
研
究
論
文
（
附
）
そ
の
一
」
の
内
容
を
紹
介
、
検

討
し
て
き
た
。

田
辺
氏
在
学
中
の
樟
蔭
女
専
に
つ
い
て
検
討
を
深
め
る
こ
と
を
目
指
し
て
分
析

を
進
め
て
き
た
が
、
な
に
ぶ
ん
田
辺
文
学
に
つ
い
て
不
勉
強
の
た
め
、
的
外
れ
、

あ
る
い
は
言
わ
ず
も
が
な
の
指
摘
に
終
始
し
た
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
る
。
た

だ
、
当
時
、
樟
蔭
女
専
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
漢
文
教
育
の
一
端
は
明
ら
か

に
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
樟
蔭
で
は
一
般
的
に
昭
和
二
〇
年
の
敗
戦
直
後
、
比

較
的
早
い
段
階
で
学
校
が
再
開
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
き
た
が
、
田
辺
氏
の
記
述
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か
ら
、
八
月
十
七
日
に
生
徒
が
い
っ
た
ん
学
校
に
集
め
ら
れ
伊
賀
駒
吉
郎
校
長

か
ら
訓
話
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
九
月
一
日
か
ら
授
業
が
再
開
さ
れ
た
こ
と

な
ど
が
確
認
さ
れ
る （

�）。
ま
た
、
伊
賀
校
長
が
亡
く
な
ら
れ
た
際
の
樟
蔭
女
専
な

ら
び
に
樟
蔭
高
等
女
学
校
の
雰
囲
気
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る （

�）。
『
十

八
歳
の
日
の
記
録
』
は
、
田
辺
氏
が
在
学
し
た
時
期
の
樟
蔭
女
専
の
実
態
を
明

ら
か
に
す
る
上
で
、
極
め
て
貴
重
な
史
料
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
あ
わ
せ
て
公
開
さ
れ

た
女
子
専
門
学
校
を
舞
台
と
し
た
小
説
「
無
題
」
も
田
辺
氏
の
樟
蔭
女
専
に
お

け
る
経
験
を
下
敷
き
に
し
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
で
あ

ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
小
説
「
無
題
」
も
あ
わ
せ
検
討
を
深
め
る
こ
と
で （

�）、

敗
戦
前
後
の
時
期
の
樟
蔭
女
専
の
実
態
を
よ
り
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
し
て
、
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

注

（
１
）
『
文
藝
春
秋
』
二
〇
二
一
年
七
月
号
。

（
２
）
た
と
え
ば
、『
朝
日
新
聞
』
二
〇
二
一
年
六
月
九
日
朝
刊
な
ど
。

（
３
）
田
辺
聖
子
『
田
辺
聖
子
十
八
歳
の
日
の
記
録
』（
文
藝
春
秋
、
二
〇
二

一
年
一
二
月
）。

（
４
）
梯
久
美
子
「
解
説
」
（
『
十
八
歳
の
日
の
記
録
』
二
五
六
～
二
五
八
ペ
ー

ジ
）。

（
５
）
既
に
樟
蔭
女
専
時
代
に
田
辺
氏
が
執
筆
し
た
習
作
「
十
七
の
こ
ろ
」
に

関
し
て
、
田
辺
氏
の
日
記
に
基
づ
い
た
分
析
が
中
周
子
氏
に
よ
っ
て
な

さ
れ
て
い
る
（
中
周
子
「
田
辺
聖
子
『
十
七
の
こ
ろ
』
追
考
―
樟
蔭
女

子
専
門
学
校
時
代
の
『
日
記
』
に
よ
る
―
」
〈
『
樟
蔭
国
文
学
』
第
五
八

号
、
二
〇
二
二
年
〉）。

（
６
）
拙
稿
「
教
務
日
誌
に
見
る
昭
和

19年
度
の
樟
蔭
女
子
専
門
学
校
」
（
『
大

阪
樟
蔭
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
第
二
巻
、
二
〇
一
二
年
、
以
下
「
拙
稿

二
〇
一
二
」
と
略
記
す
る
）。

（
７
）『
十
八
歳
の
日
の
記
録
』
と
の
対
照
の
便
を
図
る
た
め
、
以
下
、
日
付
に

関
し
て
は
、
基
本
年
号
表
記
と
す
る
。

（
８
）『
十
八
歳
の
日
の
記
録
』
昭
和
二
〇
年
五
月
十
四
日
条
か
ら
は
、
郡
是
塚

口
工
場
に
お
け
る
勤
労
動
員
か
ら
樟
蔭
女
専
生
徒
の
引
き
上
げ
が
急
遽

決
ま
っ
た
こ
と
が
判
る
。
さ
ら
に
『
十
八
歳
の
日
の
記
録
』
同
年
五
月

二
十
一
日
条
か
ら
、
同
月
十
九
日
か
ら
学
校
へ
復
帰
し
た
こ
と
も
判
る
。

（
９
）
昭
和
二
一
年
度
か
ら
樟
蔭
女
専
で
漢
文
を
担
当
し
て
い
る
。
拙
稿
「
樟

蔭
女
子
専
門
学
校
国
文
科
『
国
語
』
試
験
問
題
の
翻
刻
と
紹
介
（
２
）
」

（『
樟
蔭
国
文
学
』
第
五
〇
号
、
二
〇
一
三
年
、
以
下
、「
拙
稿
二
〇
一
三
」

と
略
記
す
る
）
に
お
け
る
、
昭
和
二
一
年
度
以
降
の
漢
文
関
係
科
目
試

験
問
題
担
当
者
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（

10）『
十
八
歳
の
日
の
記
録
』
昭
和
二
一
年
十
二
月
二
十
三
日
条
。
こ
の
日
の

記
事
に
よ
れ
ば
、
こ
の
講
習
時
に
田
辺
氏
は
、
関

矢
先
生
の
講

義
と
本

城
先
生
の
「

夢
、

現
実
、

象
徴
、

フ
ラ

ン
ス
文
学
史
」
の
講

義
と
が
か

ち
あ
っ
て
お
り
、
本

城
先
生
の
講

義
が
聞
き
た
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
あ
え
て
関

矢
先
生
の
講

義
を

選
択
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

な
お
、
こ
の

冬
季
講
習
は
、
十
二
月
十
六
日
か
ら
二
十
一
日
ま
で
の
六

日
間
開
講
さ
れ
、
学
期
中
の
講

義
と
は

別
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
講
習
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料
と
し
て
別
に
十
円
を
支
払
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
当
時
の
樟

蔭
女
専
に
お
け
る
講
義
の
実
施
の
仕
方
を
知
る
上
で
興
味
深
い
記
述
と

な
っ
て
い
る
。

（

11）『
十
八
歳
の
日
の
記
録
』
昭
和
二
一
年
八
月
十
六
日
条
に
「
た
し
か
に
漢

文
の
点
は
つ
け
間
違
い
で
あ
ろ
う
。
無
念
と
も
何
と
も
言
い
よ
う
が
な

い
。」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
は
漢
文
の
成
績
に
変
更
は
無
か
っ

た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

（

12）
前
掲
注
（

11）
に
引
用
し
た
文
章
の
直
前
に
は
、「
今
度
の
学
期
こ
そ
、

私
は
う
ん
と
頑
張
っ
て
、
大
館
さ
ん
を
追
い
越
す
べ
き
だ
。」
と
記
さ
れ

て
お
り
、
よ
り
成
績
の
席
次
を
あ
げ
る
こ
と
を
田
辺
氏
が
意
識
し
て
い

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（

13）『
十
八
歳
の
日
の
記
録
』
昭
和
二
〇
年
四
月
二
十
日
条
に
は
、「
一
難
去
っ

て
ま
た
一
難
、
よ
う
や
く
『
エ
ス
ガ
イ
の
子
』
が
脱
稿
し
た
と
思
っ
た

ら
、
画
が
描
き
た
く
な
っ
て
、
勉
強
も
手
に
つ
か
ず
と
い
う
か
た
ち
。
」

と
記
さ
れ
て
お
り
、「
エ
ス
ガ
イ
の
子
」
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と

が
判
る
。

（

14）『
十
八
歳
の
日
の
記
録
』
一
七
四
～
一
七
六
ペ
ー
ジ
。

（

15）『
十
八
歳
の
日
の
記
録
』
昭
和
二
一
年
四
月
二
十
八
日
条
参
照
。

（

16）
『
欲
し
が
り
ま
せ
ん
勝
つ
ま
で
は
』
（
ポ
プ
ラ
社
、
二
〇
〇
九
年
〈
ポ
プ

ラ
文
庫
〉
）
に
は
、
「
私
は
ど
う
い
う
つ
も
り
か
、
蒙
古
が
と
て
も
好
き

に
な
っ
た
。
（
以
下
省
略
）
」
（
一
一
〇
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
記
述
が
あ
り
、

こ
の
時
期
の
田
辺
氏
の
中
国
の
歴
史
や
中
国
大
陸
へ
の
関
心
を
確
認
で

き
る
。
ま
た
同
様
の
記
述
が
、
『
楽
天
少
女
通
り
ま
す

私
の
履
歴
書
』

（
角
川
春
樹
事
務
所
、
二
〇
〇
一
年
〈
ハ
ル
キ
文
庫
〉
）
に
も
あ
る
（
六

二
ペ
ー
ジ
）。

（

17）『
十
八
歳
の
日
の
記
録
』
昭
和
二
一
年
二
月
二
十
日
条
。

（

18）『
十
八
歳
の
日
の
記
録
』
昭
和
二
一
年
二
月
六
日
条
。

（

19）
こ
の
「
浩
然
の
気
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
以
外
に
も
、『
十
八
歳
の
日
の
記
録
』

昭
和
二
一
年
五
月
二
日
条
に
は
、
陶
淵
明
の
詩
の
一
節
を
引
用
し
て
、

若
き
自
身
の
生
き
方
に
つ
い
て
思
考
を
巡
ら
せ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ

る
記
述
も
あ
る
。

（

20）
こ
の
「
更
科
日
記
に
つ
い
て
」
の
内
容
を
こ
こ
で
紹
介
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
今
後
全
文
の
公
開
を
期
待
し
た
い
。

（

21）
拙
稿
「
昭
和
初
期
の
樟
蔭
女
子
専
門
学
校
国
文
科
―
昭
和
三
年
の
『
教

授
要
目
』
と
『
検
定
ニ
関
ス
ル
試
験
問
題
集
』
か
ら
―
」
（
『
樟
蔭
国
文

学
』
第
四
五
号
、
二
〇
〇
八
年
）
三
〇
～
三
一
ペ
ー
ジ
参
照
。

（

22）『
欲
し
が
り
ま
せ
ん
勝
つ
ま
で
は
』（
ポ
プ
ラ
文
庫
）
の
中
に
は
、「
更
級

少
女
」
と
い
う
項
目
が
立
て
ら
れ
て
お
り
、
田
辺
氏
が
『
更
級
日
記
』

に
興
味
・
関
心
を
抱
く
に
い
た
っ
た
経
緯
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（

23）
後
述
す
る
よ
う
に
、
田
辺
氏
が
一
年
次

在
学
中
に

執
筆
し
た
「
上
古
の

女
性
」
と
題
す
る

論
文
が
大

阪
大

空
襲
に
よ
っ
て

焼
失
し
た
こ
と
を

想

起
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
ま
さ
に

�幸
運

�と
感
じ
ら
れ
る
。

（
24）

拙
稿
「
十
五
年

戦
争
期
の
女
子
専
門
学
校
国

語
試
験
問
題
」
（
『
大

阪
樟

蔭
女
子
大
学

論
集
』
第
四
六
号
、
二
〇
〇
九
年
、
以
下
「
拙
稿
二
〇
〇

九
」
と
略
記
す
る
）
収
載
の
「
表
検
定
試
験
問
題
（
国
文
科
）
一
覧
」

参
照
。
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（
25）

拙
稿
二
〇
一
二
参
照
。

（

26）
こ
の
「
文
学
史
雑
記
」
の
部
分
に
は
、「
藤
澤
恒
夫
」
の
名
も
見
え
る
。

『
十
八
歳
の
日
の
記
録
』
昭
和
二
二
年
一
月
二
十
八
日
条
に
は
、
田
辺
氏

が
、
安
田
章
生
先
生
に
連
れ
ら
れ
て
友
人
二
人
と
と
も
に
四
人
で
、
樟

蔭
女
専
で
の
座
談
会
へ
の
出
席
依
頼
の
た
め
に
藤
澤
氏
宅
を
訪
問
し
て

お
り
、
そ
の
折
り
の
藤
澤
氏
に
対
す
る
印
象
が
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、

「
漢
詩
集
ノ
ー
ト
」
を
書
い
て
い
る
時
点
で
は
、
当
然
、
そ
う
し
た
後
日

譚
を
予
想
す
る
べ
く
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

（

27）
拙
稿
二
〇
〇
九
参
照
。

（

28）
一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
～
一
九
七
七
（
昭
和
五
二
）
年
。
歌
人
で

国
文
学
者
。「
白
路
」
主
宰
。
二
松
学
舎
大
学
名
誉
教
授
。

（

29）『
日
本
的
教
養
む
ら
さ
き
』
第
七
巻
第
十
一
号
二
六
～
三
一
ペ
ー
ジ
。

（

30）
実
際
の
森
本
氏
の
論
文
と
比
較
し
て
み
る
と
、
若
干
の
中
略
が
あ
り
、

ま
た
、
終
盤
（
森
本
論
文
三
〇
ペ
ー
ジ
上
段
二
二
行
目
以
降
）
が
確
認

で
き
な
い
。

（

31）「
歴
史
」
担
当
の
千
葉
政
清
先
生
。
拙
稿
二
〇
一
三
に
お
け
る
、
昭
和
二

一
年
度
「
日
本
史
」「
世
界
史
」
試
験
問
題
担
当
者
参
照
。

（

32）
『
十
八
歳
の
日
の
記
録
』
昭
和
二
〇
年
六
月
五
日
条
に
、
「
そ
う
だ
、
私

は
『
秀
』
の
論
文
『
上
古
の
女
性
』
と
、
立
派
な
ノ
ー
ト
及
び
女
学
校

卒
業
の
時
、
先
生
や
友
達
に
書
い
て
も
ら
っ
た
、
帳
面
を
失
っ
て
し
ま
っ

た
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（

33）
漢
詩
集
ノ
ー
ト
二
四
ペ
ー
ジ
に
は
、
森
本
論
文
と
は
無
関
係
な
、「
吉
野

朝
」
、
す
な
わ
ち
南
北
朝
期
の
『
増
鏡
』
や
『
徒
然
草
』
『
筑
波
（
菟
玖

波
）
集
』『
新
葉
和
歌
集
』
な
ど
に
つ
い
て
の
ノ
ー
ト
と
な
っ
て
い
る
。

（

34）
今
回
は
全
体
的
な
傾
向
の
み
確
認
す
る
に
と
ど
め
、
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
漢
詩
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
。
ま
た
改
め
て
検
討
す
る

機
会
を
持
て
れ
ば
と
思
う
。

（

35）
大
江
先
生
は
、
一
九
四
四
（
昭
和
一
九
）
年
七
月
に
『
本
邦
儒
学
史
論

攷
』（
全
國
書
房
）
を
上
梓
し
、
わ
が
国
に
お
け
る
儒
学
の
歴
史
に
つ
い

て
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
後
半
部
に
お
い
て
、
伊
藤
仁
斎
・
東
涯

や

�園
学
派
の
儒
学
者
ら
江
戸
時

代
の
儒
学
者
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

そ
の
関
連
で
、

講
義
の
中
で
は

彼
ら
の

作
っ
た
漢
詩
を
取
り
上
げ
た
と

も
推
測
さ
れ
る
。

（

36）
こ
の
部
分
の

最
終
盤
に
「

何
を
見
て
も

笑
ひ
た
く
な
る
の
は
、

青
春
時

代
で
あ
り
、
女
性
で
あ
り
、

平
和
で
あ
る
。

我
国
の

平
安
時

代
の
文
学

は
全
く
若
さ
と
女
性
的
性

情
と
、

平
和
を
か

ね
そ
な
へ
て

ゐ
た
と
い
へ

る
。」
と
い
っ
た
記
述
が
あ
り
、「
女
性
で
あ
り
」「

平
和
で
あ
る
」
と
い
っ

た
表

現
か
ら
す
る
と
、

敗
戦
後
に
な
っ
て
記
さ
れ
た

可
能
性
が

高
い

よ

う
に

推
測
す
る
。
そ
の

意
味
で
は
、

よ
り

②
の

可
能
性
が

強
い

よ
う
に

現
時
点
で
は
推
定
す
る
。

（

37）
大
江
先
生
の
著
書
奥
付
に
見
え
る
略
歴
な
ど
に
よ
れ
ば
、
大
江
先
生
は
、

松
山
高
等
学
校
の
教
授
を
つ
と
め
、
一
九
四
四
（
昭
和
一
九
）
年
に
は
、

大
阪

懐
徳

堂
儒
学

講
授
で
も
あ
り
、
わ
が
国
に
お
け
る
漢
学
史
の
専

門

家
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（

38）
樟
蔭
女
専
卒
業

ア
ル

バ
ム
に

よ
れ
ば
、
一
九
三
六
（
昭
和
一
一
）
年
三

月
卒
業
生
の
卒
業

ア
ル

バ
ム
か
ら
大
江
先
生
の

顔
写

真
が

掲
載
さ
れ
、
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樟
蔭
女
専
の
中
等
教
員
無
試
験
検
定
に
関
わ
る
『
検
定
ニ
関
ス
ル
試
験

問
題
集
』（
樟
蔭
学
園
蔵
）
に
お
け
る
の
「
漢
文
」
の
試
験
問
題
が
一
九

四
五
（
昭
和
二
〇
）
年
度
ま
で
大
江
先
生
に
よ
り
出
題
さ
れ
て
い
る

（
拙
稿
二
〇
〇
九
・
二
〇
一
三
参
照
）
こ
と
か
ら
推
定
さ
れ
る
。

（

39）
大
江
先
生
は
、
そ
の
著
書
の
序
文
を
漢
文
で
記
し
て
い
る
例
（『
程
哲
学

史
論
』
東
洋
大
学
出
版
部
、
一
九
一
一
年
な
ど
）
も
あ
り
、
そ
の
影
響

を
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

（

40）『
十
八
歳
の
日
の
記
録
』
一
八
八
～
二
五
〇
ペ
ー
ジ
。

（

41）
大
江
先
生
の
他
に
、
登
場
人
物
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
物
化

の
Ｋ
教
授
」
と
さ
れ
る
の
は
物
理
化
学
科
の
河
西
先
生
、「
風
流
で
す
べ

て
に
通
じ
て
い
る
、
硬
い
が
ま
た
優
し
い
Ｋ
教
授
」
と
は
田
辺
氏
の
担

任
勝
俣
億
朗
先
生
、「
識
見
も
高
く
教
養
も
あ
り
、
真
心
か
ら
生
徒
を
み

ち
び
か
れ
る
校
長
」
と
は
、
言
う
ま
で
も
無
く
樟
蔭
女
専
校
長
の
伊
賀

駒
吉
郎
先
生
、
そ
し
て
、「
若
く
て
理
想
家
で
清
ら
か
で
真
摯
な
Ｔ
教
授
」

は
歴
史
学
担
当
の
千
葉
政
清
先
生
と
推
定
で
き
る
。

（

42）『
十
八
歳
の
日
の
記
録
』
昭
和
二
〇
年
八
月
十
七
日
・
三
十
日
、
九
月
四

日
条
な
ど
参
照
。

（

43）『
十
八
歳
の
日
の
記
録
』
昭
和
二
一
年
三
月
四
日
条
。

（

44）
例
え
ば
、「
無
題
」
の
中
で
法
隆
寺
を
見
学
す
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る

が
（
『
十
八
歳
の
日
の
記
録
』
二
二
四
～
二
三
二
ペ
ー
ジ
）
、
実
際
に
田

辺
氏
ら
国
語
科
一
年
生
は
、
昭
和
一
九
年
五
月
十
五
日
に
法
隆
寺
見
学

に
出
か
け
て
お
り
（
拙
稿
二
〇
一
二
参
照
）、
こ
の
時
の
状
況
が
小
説
に

活
か
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
推
測
さ
れ
る
。

〔
追
記
〕

本
稿
で
言
及
し
た
田
辺
氏
の
ノ
ー
ト
「
日
本
著
名
漢
詩
集
文
學
史
研
究
論

文
（
附
）
そ
の
一
」
の
閲
覧
、
使
用
に
つ
い
て
は
、
田
辺
聖
子
文
学
館
学
芸

員
の
住
友
元
美
氏
に
お
手
数
を
お
か
け
し
、
た
い
へ
ん
お
世
話
に
な
っ
た
。
最

後
に
記
し
て
、
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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