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岸
田
俊
子
と
「
女
大
学
」

菅　

野　

則　

子

は
じ
め
に

　

過
日
「
女
大
学
考
」
を
ま
と
め
た
。（
註
一
）
そ
こ
で
は
、「
女
大
学
」
が
、
明
治
以
降
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
か
け
て
、
批
判
さ
れ

た
り
支
持
さ
れ
た
り
し
な
が
ら
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
、
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
関
心
か
ら
、
福
沢
諭
吉
、
平
原
北
堂
、
中

川
善
之
助
の
三
人
の
議
論
を
採
り
上
げ
聊
か
の
検
討
を
し
た
。
本
稿
で
は
、
こ
の
前
稿
を
承
け
て
そ
れ
を
さ
ら
に
豊
か
に
す
る
意
味

で
、
い
く
つ
か
の
問
題
を
採
り
上
げ
て
み
る
。

　

前
稿
で
扱
っ
た
福
沢
の
『
女
大
学
評
論
』・『
新
女
大
学
』
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
明
治
三
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
二
著
は
、

福
沢
が
そ
れ
以
前
の
自
由
民
権
期
を
経
た
明
治
一
〇
年
代
末
に
ま
と
め
た
仕
事
「
日
本
婦
人
論
」「
日
本
婦
人
論
後
編
」「
日
本
男
子

論
」
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
福
沢
の
仕
事
に
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
自
由
民
権
期
の
動
向
に
焦
点
を

絞
っ
て
み
た
い
。
こ
の
時
期
、「
女
大
学
」
を
強
く
意
識
し
て
活
躍
し
た
人
は
少
な
く
な
い
。
そ
の
中
で
も
と
く
に
注
目
し
た
い
人
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が
二
人
い
る
。
一
人
は
土
居
光
華
で
あ
り
、
も
う
一
人
は
岸
田
俊
子
で
あ
る
。
彼
ら
二
人
の
仕
事
は
そ
の
後
に
続
く
福
沢
を
は
じ
め

多
く
の
人
び
と
に
少
な
く
な
い
影
響
を
与
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
土
居
光
華
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
り
、本
稿
で
は
、

岸
田
俊
子
の
動
向
を
扱
う
こ
と
と
す
る
。

　

一
八
六
三
（
文
久
三
）
年
、
京
都
呉
服
商
岸
田
茂
兵
衛
の
長
女
と
し
て
生
ま
れ
た
俊
子
は
、
一
八
七
九
（
明
治
一
二
）
年
、
一
七

歳
の
時
抜
擢
さ
れ
宮
中
の
「
文
事
御
用
係
」
と
な
り
、
皇
后
に
「
孟
子
」
な
ど
を
進
講
し
た
が
、
病
気
を
理
由
に
二
年
間
で
辞
し
、

以
後
母
と
旅
に
出
る
。
一
八
八
二
（
明
治
一
五
）
年
か
ら
ほ
ぼ
二
年
間
「
女
権
拡
張
」
を
掲
げ
て
各
地
を
遊
説
す
る
。
一
八
八
四
（
明

治
一
七
）
年
、
自
由
党
副
総
理
で
日
本
立
憲
政
党
（
関
西
に
於
け
る
自
由
党
の
別
働
隊
）
の
総
理
中
島
信
行
と
結
婚
。
以
後
『
女
学

雑
誌
』
に
女
性
の
地
位
向
上
を
目
指
す
評
論
・
随
筆
・
漢
詩
な
ど
を
発
表
。
一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
、
第
一
回
総
選
挙
で
信
行

は
当
選
、
初
代
衆
院
議
長
と
な
っ
た
の
で
、
俊
子
は
議
長
夫
人
と
し
て
活
躍
。
一
八
九
二
（
同
二
五
）
年
、
第
二
回
総
選
挙
で
落
選

し
た
信
行
は
イ
タ
リ
ア
特
命
全
権
公
使
と
な
っ
た
の
で
、
俊
子
は
夫
と
と
も
に
イ
タ
リ
ア
へ
渡
る
が
、
わ
ず
か
に
し
て
帰
国
、
そ
の

後
一
八
九
九
（
同
三
二
）
年
信
行
没
、
一
九
〇
一
（
同
三
四
）
年
、
俊
子
は
三
八
歳
で
没
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
経
歴
の
持
ち
主
で
あ
る
岸
田
俊
子
は
、「
民
権
運
動
家
」「
評
論
家
」「
小
説
家
」
等
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

当
時
の
女
性
と
し
て
は
多
面
的
な
活
躍
を
し
た
。
岸
田
に
関
す
る
研
究
は
か
な
り
の
数
に
上
る
が
、そ
の
多
く
は
「
女
権
拡
張
」「
女

権
宣
言
」
な
ど
の
運
動
、す
な
わ
ち
「
女
権
論
」
を
主
張
し
た
と
い
う
こ
と
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、

鈴
木
裕
子
『
岸
田
俊
子
評
論
集
』（
不
二
出
版　

一
九
八
五
）
の
解
説
を
は
じ
め
鈴
木
の
一
連
の
仕
事
・
大
木
基
子
『
自
由
民
権
運

動
と
女
性
』（
ド
メ
ス
出
版　

二
〇
〇
三
）
等
の
研
究
が
あ
る
。（
註
二
）

　

岸
田
俊
子
が
主
張
す
る
「
女
権
宣
言
」
は
、眼
前
の
社
会
を
覆
っ
て
い
る
男
尊
女
卑
を
打
破
す
る
た
め
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
っ
た
。
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岸
田
は
、
そ
の
た
め
に
多
く
の
主
張
を
し
な
が
ら
、
多
面
的
な
活
動
を
し
た
が
、
本
稿
で
は
そ
う
し
た
岸
田
の
「
女
権
宣
言
」
の
基

礎
と
な
る
と
思
わ
れ
る
女
子
教
育
に
焦
点
を
当
て
て
み
た
い
。

　

一　

岸
田
の
演
説
活
動

　

岸
田
は
自
ら
の
主
張
を
行
使
す
る
に
当
た
っ
て
講
演
・
演
説
と
執
筆
の
両
面
で
活
躍
し
た
が
、
こ
こ
で
は
岸
田
の
講
演
活
動
に
焦

点
を
絞
っ
て
検
討
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
岸
田
が
行
っ
た
演
説
の
一
つ
「
函
入
娘
」
が
処
罰
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
演
説
の
内
容
に
「
女
大
学
」
の
存
在
が
大
き
く
影
を
落
と
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
一
件
は
い
わ
ゆ

る
「
大
津
事
件
」
と
称
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。（
註
三
）

　

岸
田
は
、
一
八
八
二
年
か
ら
八
四
年
に
か
け
て
大
阪
・
岡
山
・
四
国
・
熊
本
・
京
都
と
西
日
本
各
地
を
母
と
と
も
に
遊
説
の
旅
を

続
け
た
。
そ
の
数
は
お
お
よ
そ
四
〇
回
程
に
な
る
。
そ
の
様
子
を
い
く
つ
か
の
新
聞
に
よ
り
な
が
ら
ま
と
め
た
の
が
表
（
岸
田
俊
子

の
演
説
）
で
あ
る
。（
註
四
）
報
道
さ
れ
な
か
っ
た
り
、
未
見
の
も
の
な
ど
多
少
の
遺
漏
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
目
下
、
手
許
の
史

料
で
確
定
で
き
た
も
の
を
ま
と
め
た
。
こ
れ
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
一
八
八
三
年
一
〇
月
に
行
わ
れ
た
「
函
入
娘
」
と
題
さ
れ
る

演
説
が
処
罰
さ
れ
て
以
後
は
、
一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
年
二
月
三
日
、
大
和
で
行
っ
た
演
説
を
最
後
に
し
て
そ
の
後
に
演
説
が
行

わ
れ
た
気
配
は
な
い
。
丁
度
こ
の
頃
岸
田
が
結
婚
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
か
、
こ
れ
を
機
に
岸
田
の
精
力
的
な
演
説
活
動

に
は
幕
が
お
ろ
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
れ
以
後
は
、
も
っ
ぱ
ら
『
女
学
雑
誌
』
な
ど
の
紙
上
で
「
女
権
拡
張
」
や
道
徳
問
題
を
中
心
と

し
た
発
言
を
続
け
て
い
く
事
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
岸
田
が
行
っ
た
二
年
間
の
演
説
活
動
に
焦
点
を
当
て
て
み
た
い
。
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岸
田
が
二
年
間
に
行
っ
た
演
説
に
つ
い
て
ま
と
め
た
表
お
よ
び
、
こ
れ
を
ま
と
め
る
過
程
で
留
意
さ
れ
た
事
柄
な
ど
を
列
記
し
よ

う
。

（
一
）
大
阪
で
の
演
説
は
も
っ
ぱ
ら
自
由
党
員
と
し
て
同
志
と
共
に
行
う
政
談
演
説
会
で
あ
っ
た
。

（
二
）
岡
山
で
の
そ
れ
は
基
本
は
政
談
演
説
会
と
銘
打
っ
て
い
る
が
、
大
阪
で
の
よ
う
に
同
志
と
共
に
行
う
も
の
と
は
趣
を
異
に
し

て
い
る
よ
う
だ
。
岡
山
の
女
性
活
動
家
で
あ
る
竹
内
寿
・
津
下
久
米
・
上
森
操
等
に
よ
っ
て
担
ぎ
出
さ
れ
た
岸
田
の
発
言
は
、
岡

山
女
性
た
ち
の
政
治
的
活
動
の
組
織
強
化
を
支
援
す
る
た
め
の
呼
び
か
け
と
い
う
側
面
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。（
註
五
）

（
三
）
四
国
で
の
演
説
の
基
本
は
大
阪
の
場
合
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
回
数
も
そ
う
多
く
は
な
い
。
自
由
党
員
と
し
て
各
地

へ
出
向
き
政
談
演
説
を
す
る
こ
と
が
ひ
と
つ
の
任
務
で
あ
っ
た
も
の
の
よ
う
で
、
そ
れ
を
遂
行
す
る
た
め
に
行
っ
て
い
る
。

（
四
）九
州
で
の
演
説
会
は
そ
れ
ま
で
の
も
の
と
変
わ
っ
て
、す
べ
て
が
学
術
演
説
会
と
銘
打
た
れ
て
い
る
。
行
動
範
囲
も
広
く
、従
っ

て
回
数
も
他
地
域
に
比
べ
る
と
多
い
。
ま
た
、
演
説
会
の
様
子
を
伝
え
る
「
熊
本
新
聞
」
の
記
事
は
、
他
の
新
聞
と
は
や
や
趣
を

異
に
す
る
。
単
に
演
説
会
が
開
か
れ
た
こ
と
を
伝
え
る
に
止
ま
ら
ず
、
演
説
の
内
容
を
あ
る
程
度
か
い
つ
ま
ん
で
報
道
し
て
い
る

の
で
、
そ
の
概
要
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
は
、
大
阪
や
四
国
で
の
演
説
と
の
違
い
で
あ
る
。

（
五
）
さ
ら
に
、
九
州
地
域
で
の
演
説
に
対
し
て
は
多
く
の
反
響
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
、
そ
れ
も
年
少
者
が
多
い
こ

と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
ま
た
、
演
説
会
後
に
各
所
で
岸
田
を
囲
ん
で
懇
親
会
が
催
さ
れ
て
い
る
こ
と

な
ど
も
留
意
さ
れ
る
。
大
阪
・
四
国
地
方
で
の
大
勢
の
弁
士
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
政
談
演
説
会
と
の
違
い
で
あ
る
。

（
六
）
京
都
地
域
で
の
演
説
は
、
九
州
地
域
の
遊
歴
の
延
長
線
上
に
あ
る
よ
う
だ
。（
註
六
）

･

　

時
折
地
元
の
党
員
を
巻
き
込
ん
だ
演
説
会
を
催
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
傾
向
と
し
て
は
後
述
す
る
「
女
子
大
演
説
会
」
に
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典
型
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
岸
田
を
中
心
に
岸
田
の
弟
子
と
さ
れ
る
女
性
た
ち
と
共
に
行
う
よ
う
な
形
態
に
変
わ
っ
て
い
っ
て

い
る
。
そ
し
て
、
演
説
内
容
も
教
育
、
特
に
女
子
教
育
を
説
く
傾
向
を
強
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
七
）
ま
た
、
一
般
に
明
治
期
の
演
説
会
は
多
分
に
興
行
的
要
素
を
も
つ
と
い
わ
れ
る
が
、
岸
田
の
場
合
、
特
に
京
都
で
の
そ
れ
は
、

そ
の
よ
う
な
色
彩
を
よ
り
強
く
し
て
い
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
現
に
、自
ら
演
説
「
函
入
娘
」
の
冒
頭
で
、「
女
子
ノ
任
」

と
し
て
各
所
で
女
子
教
育
の
目
的
で
学
術
演
説
を
行
っ
て
い
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
岸
田
の
こ
う
し
た
行
動
に
対
し
て
、
あ
る

人
は
、「
昔
は
錦
を
衣
た
る
身
が
、
今
や
一
ノ
芝
居
小
家
に
来
て
興
行
に
等
し
い
行
」
を
し
て
い
る
と
卑
し
む
け
れ
ど
、
そ
ん
な

こ
と
は
自
分
は
意
と
し
な
い
、
抑
も
「
興
行
」
と
は
「
興
シ
行
フ
」
と
読
む
こ
と
、
私
は
「
国
家
の
た
め
に
興
行
」
を
行
う
と
述

べ
て
い
る
。（
註
七
）

　

以
上
が
、
岸
田
の
演
説
活
動
の
お
お
よ
そ
で
あ
る
が
、
こ
う
み
て
く
る
と
、
九
州
で
の
活
動
以
後
の
も
の
と
そ
れ
以
前
の
大
阪
や

四
国
で
の
演
説
活
動
と
の
間
に
一
つ
の
転
換
が
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
そ
の
転
換
の
鍵
は
、
ど
う
や
ら
岸
田
の
岡
山
で
の

経
験
に
あ
る
よ
う
だ
。
九
州
で
の
活
動
は
、勿
論
、地
元
の
党
（
会
）
員
や
支
持
者
に
よ
っ
て
お
膳
立
て
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、

個
々
の
演
説
会
に
お
け
る
演
説
者
の
数
は
大
阪
や
四
国
の
場
合
の
よ
う
に
多
人
数
で
は
な
い
こ
と
、
場
合
に
よ
っ
て
は
演
者
が
岸
田

一
人
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
多
く
の
場
合
岸
田
一
人
で
二
つ
の
テ
ー
マ
の
演
説
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後

述
）。
し
か
も
、（
五
）
に
述
べ
た
よ
う
に
岸
田
か
ら
の
影
響
を
受
け
、
賛
同
の
声
を
あ
げ
た
も
の
の
中
に
は
年
少
者
が
多
く
み
ら
れ

る
。
お
そ
ら
く
岸
田
の
演
説
活
動
の
経
験
か
ら
い
う
と
、
現
状
を
変
え
て
い
く
に
は
人
び
と
の
意
識
を
変
え
て
い
く
こ
と
、
そ
の
た

め
に
は
教
育
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
は
年
少
者
へ
の
意
識
的
呼
び
か
け
が
よ
り
大
切
で
あ
る
こ
と
を
体
得
し
て
い
っ
た
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の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
、
岸
田
は
自
分
の
演
説
を
、「
政
談
演
説
」
か
ら
「
学
術
演
説
」
に
切
り
替
え
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
転
換
を
は
か
っ
た
事
情
に
は
二
つ
の
こ
と
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
、
政
治
的
発
言
に
対
す
る
政
府
の

チ
ェ
ッ
ク
が
強
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
、
た
と
え
ば
集
会
条
例
の
改
正
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
社
会
状
況
の
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
、

二
つ
に
は
、
岸
田
本
人
の
自
覚
的
な
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
指
摘
す
る
だ
け
に
と
ど
め
る
が
、
後
者
の
岸

田
個
人
の
転
換
に
つ
い
て
は
聊
か
の
言
及
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

岸
田
は
、
当
初
、
大
阪
地
方
に
お
い
て
は
自
由
党
員
と
し
て
多
く
の
同
志
と
共
に
「
政
談
演
説
」
に
参
加
し
て
い
た
。
表
中
の
備

考
欄
に
示
し
た
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
常
に
十
数
人
か
ら
二
十
人
近
く
の
党
員
の
中
の
一
人
と
し
て
政
談
演
説
会
に
加
わ
っ
て
い
た
。

そ
し
て
そ
の
時
の
演
説
の
多
く
は
岸
田
な
り
に
女
性
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
岸
田
は
、
彼
ら
と
行
動
を
共
に
し
て

い
く
過
程
で
自
由
民
権
の
旗
を
掲
げ
つ
つ
も
彼
ら
男
性
民
権
家
の
主
張
の
中
に
は
、
岸
田
の
い
う
自
由
と
は
合
致
し
な
い
も
の
が
多

く
あ
る
の
を
覚
っ
て
い
っ
た
に
違
い
な
い
。
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
い
が
、
自
由
民
権
を
叫
ぶ
男
性
民
権
家
の
多
く
の
意
識
の
底
流

に
は
ぬ
ぐ
い
が
た
い
男
尊
女
卑
の
思
想
が
流
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
こ
と
を
身
を
以
て
実

感
し
た
で
あ
ろ
う
岸
田
は
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
同
志
の
一
員
と
し
て
単
に
「
女
権
拡
張
」
を
掲
げ
て
男
性
の
民
権
家
と
共

に
「
政
談
演
説
」
を
行
う
よ
り
も
、
女
子
教
育
の
必
要
を
訴
え
る
こ
と
の
方
が
先
決
な
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
た
め
に
は
女
子
教
育

の
徹
底
を
図
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
く
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
男

尊
女
卑
を
無
意
識
の
う
ち
に
受
け
入
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
社
会
状
況
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
続
け
る
悪
習
慣
、
そ
れ
を
持
続
さ

せ
て
い
る
眼
前
の
教
育
、
と
り
わ
け
女
子
教
育
の
あ
り
方
こ
そ
が
大
き
な
問
題
な
の
で
あ
る
、
そ
う
感
じ
た
岸
田
は
、
む
し
ろ
こ
れ
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ま
で
の
政
談
演
説
の
列
を
離
れ
て
自
ら
の
考
え
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
打
ち
出
し
て
い
く
こ
と
、
女
子
教
育
の
重
要
性
を
叫
ぶ
ほ
う
が
得

策
で
あ
り
必
要
で
あ
る
事
を
悟
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
故
に
岸
田
は
そ
れ
ま
で
の
政
談
演
説
と
い
う
方
法
を
転
換
さ
せ

る
方
向
へ
歩
を
進
め
て
い
く
。
言
い
換
え
れ
ば
、
政
談
演
説
か
ら
学
術
演
説
へ
、
そ
し
て
、
呼
び
か
け
の
対
象
者
の
中
に
年
少
者
を

お
く
こ
と
を
よ
り
強
く
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

演
説
に
よ
っ
て
自
ら
の
主
張
を
聴
衆
に
訴
え
る
方
法
は
、
明
治
期
に
入
っ
て
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
と
り
わ
け
自
由
民

権
運
動
は
こ
の
方
法
を
縦
横
に
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
運
動
を
広
汎
な
も
の
に
し
て
い
っ
た
。
従
っ
て
、
演
説
が
う
ま
い
こ
と
、
す

な
わ
ち
雄
弁
で
あ
る
こ
と
が
民
権
家
の
一
つ
の
重
要
な
要
件
で
も
あ
っ
た
。（
註
八
）
岸
田
は
そ
の
例
に
漏
れ
な
か
っ
た
。
岸
田
の
演
説

が
、
次
々
に
聴
衆
を
と
ら
え
て
い
っ
た
こ
と
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
多
く
の
新
聞
も
報
じ
て
い
る
。

　
『
近
時
評
論
』（
九
二
号　

一
八
七
七
、一
一
、一
三
）
の
「
演
舌
条
例
制
定
ノ
風
説
」
に
記
さ
れ
た
記
事
に
注
目
し
た
い
。
そ
こ
に

は
「
政
府
ハ
演
舌
条
例
ヲ
設
ケ
弁
論
ノ
境
域
ニ
制
限
ヲ
設
ク
ル
ア
ラ
ン
ト
ス
蓋
シ
其
ノ
主
旨
ハ
年
少
過
激
ノ
徒
又
ハ
悒
鬱
不
平
ノ
輩

ガ
演
舌
ヲ
以
テ
人
心
ヲ
攪
起
シ
国
安
ヲ
妨
害
ス
ル
ヲ
予
防
ス
ル
ニ
在
リ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。（
註
九
）

　

こ
こ
で
留
意
さ
れ
る
の
は
、「
年
少
云
々
」
の
下
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
演
説
は
、
文
字
に
充
分
通
じ
て
い
な
い
層
を
も
巻
き
込
ん

で
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
政
府
は
こ
う
し
た
状
況
を
鋭
く
察
知
し
て
い
た
。
お
そ
ら
く
岸
田
も
こ
う
し
た
要
点
を
逆
の
意
味
で
鋭
く

捉
え
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、半
ば
興
行
化
さ
せ
た
よ
う
な
形
で
の
演
説
会
を
行
い
な
が
ら
、未
だ
「
悪
習
慣
」
に
染
ま
っ

て
い
な
い
多
く
の
年
少
者
を
引
き
つ
け
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
年
少
者
に
岸
田
な
り
の
教
え
を
説
き
、
彼
ら
を
弁
士
に
仕
立
て
、
彼

ら
と
共
に
演
説
会
を
巡
回
さ
せ
て
い
っ
た
点
に
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
年
少
者
の
発
言
に
よ
る
年
少
者
へ
の
波
及
効
果
は
更
に
倍
加
し

て
い
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
）
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二　
「
函
入
娘
」
と
「
女
大
学
」

（
一
）
演
説
「
函
入
娘
」

　

一
八
八
三
年
一
〇
月
二
日
午
後
六
時
か
ら
京
都
四
条
北
演
劇
場
で
女
子
大
演
説
会
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
時
の
出
席
弁
士
と
演
題
は

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
岸
田
俊
子
女
「
は
こ
い
り
娘
・
婚
姻
の
不
完
全
」、
中
村
と
く
女
「
女
子
の
任
は
果
し
て
重
き
か
軽

き
か
」、太
刀
ふ
ぢ
女
「
人
も
亦
花
の
如
き
も
の
か
」、梁
瀬
濤
江
女
「
丹
波
氷
上
郡
は
昔
は
何
を
以
て
鬼
国
と
云
ふ
や
」
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
会
を
予
告
し
た
新
聞
は
、
当
地
で
初
め
て
の
演
説
会
な
の
で
盛
会
で
あ
ろ
う
と
報
じ
、
同
時
に
開
催
場
所
、
日
時

及
び
当
日
の
入
場
券
の
販
売
所
八
ヵ
所
を
示
し
た
。（
註
一
〇
）

　

予
想
通
り
当
日
は
盛
会
で
あ
っ
た
。
新
聞
は
、
京
都
で
の
演
説
会
は
珍
し
い
こ
と
、
こ
の
た
び
の
弁
士
も
当
地
で
は
初
め
て
な
の

で
と
述
べ
た
後
で
「
皆
な
我
ら
我
も
と
先
を
争
ひ
傍
聴
に
出
掛
し
も
の
か
ら
場
中
立
錐
の
地
を
余
さ
ず
後
れ
来
り
た
る
者
は
皆
々
舞

台
に
上
り
、
為
に
弁
士
の
出
入
妨
ぐ
る
程
に
て
実
に
形
容
し
能
は
ざ
る
の
盛
会
な
り
き
」
と
報
じ
た
。（
註
一
一
）

　

中
村
・
太
刀
・
梁
瀬
の
順
に
行
わ
れ
た
演
説
は（
内
容
に
つ
い
て
は
後
述
）、静
粛
に
受
け
止
め
ら
れ
、会
は
順
調
に
進
め
ら
れ
て
い
っ

た
。
最
後
の
岸
田
の
演
説
が
始
ま
る
と
、聴
衆
は
ざ
わ
め
き
だ
し
「
生
意
気
連
中
（
岸
田
の
考
え
に
批
判
的
な
者
た
ち　

引
用
者
註
、

以
下
同
）
は
、
女
子
の
演
説
を
聞
く
馬
鹿
が
あ
る
も
の
か
」
等
と
奇
声
を
あ
げ
、「
三
従
の
道
」
を
説
く
と
き
に
至
っ
て
は
騒
ぎ
は

一
層
激
し
く
な
り
、
話
を
続
け
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
り
、
一
時
中
断
、
場
内
が
静
ま
る
の
を
待
っ
て
再
び
壇
上
に
立
つ
と
い
っ
た

有
様
だ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
記
者
は
「（
岸
田
は
）
再
び
演
壇
に
上
り
て
其
趣
意
を
尽
し
大
に
聴
衆
に
満
足
を
与
へ
且
つ
頗
る

感
動
せ
し
め
た
り
」
と
報
じ
た
。（
註
一
二
）
結
局
、
こ
の
日
の
会
は
聴
衆
に
大
き
な
感
動
を
与
え
て
終
わ
っ
た
。
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そ
の
一
〇
日
後
の
一
〇
月
一
二
日
、
同
じ
メ
ン
バ
ー
と
内
容
で
大
津
四
の
宮
の
劇
場
で
女
子
演
説
会
が
開
か
れ
た
。
同
夜
の
様
子

を
伝
え
た
新
聞
を
見
よ
う
。（
註
一
三
）

　

当
夜
は
大
雨
に
も
か
か
わ
ら
ず
五
六
百
人
の
聴
衆
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
た
後
に
「
大
津
警
察
署
よ
り
は
警
部
桑
山
某
が
巡
査
両

三
名
を
率
い
て
臨
場
し
前
席
三
名
の
女
子
（
中
村
・
太
刀
・
梁
瀬
）
の
演
説
畢
り
て
最
後
に
岸
田
氏
が
函
入
娘
と
い
ふ
題
に
て
女
子

教
育
等
の
事
を
演
べ
了
り
既
に
聴
衆
も
解
散
せ
し
後
臨
監
の
警
部
は
岸
田
氏
の
演
説
は
政
談
に
亘
り
た
り
と
て
同
氏
を
該
警
察
署
へ

拘
留
し
た
る
由
同
地
よ
り
報
知
あ
り
」
と
報
じ
た
。
こ
の
記
事
通
り
に
岸
田
は
、
演
説
終
了
後
大
津
警
察
署
に
拘
留
さ
れ
、
そ
の
後

直
ち
に
未
決
監
へ
送
ら
れ
そ
の
ま
ま
同
獄
へ
投
じ
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。（
註
一
四
）

　

こ
の
一
件
以
前
に
も
岸
田
の
演
説
は
度
々
臨
監
に
よ
っ
て
制
さ
れ
た
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
今
回
は
拘
留
投
獄
さ
れ
る
と
い
う
事

態
に
立
ち
至
っ
た
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
一
〇
日
前
の
一
〇
月
二
日
に
京
都
四
条
で
行
わ
れ
た
女
子
大
演
説
会
で
の
岸
田
の
発
言
が

マ
ー
ク
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
一
二
日
に
は
す
で
に
、
岸
田
の
演
説
を
何
と
か
し
て
規
制
し
よ
う
と
し
た
大
津
警
察
署
の

手
配
が
ま
わ
っ
て
い
た
。
警
察
署
は
岸
田
の
演
説
内
容
を
筆
記
す
る
担
当
者
を
会
場
に
潜
ま
せ
、
そ
の
一
部
始
終
を
詳
細
に
書
き

取
ら
せ
て
い
た
。そ
し
て
、そ
れ
を
根
拠
に
し
て
岸
田
の
演
説
は
二
つ
の
点
に
問
題
あ
り
と
し
て
起
訴
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。（
後
述
）

　

そ
の
時
の
演
説
の
記
録
を
書
き
と
っ
た
の
は
、
右
に
引
用
し
た
新
聞
記
事
に
も
記
さ
れ
て
い
る
「
警
部
桑
山
某
」、
す
な
わ
ち
法

廷
で
読
み
上
げ
ら
れ
た
学
術
演
説
「
函
人
娘
」
を
傍
聴
筆
記
し
た
「
演
説
筆
記
司
法
警
察
官
ノ
訊
問
調
査
警
部
桑
山
吉
輝
」
で
あ
っ

た
。（
註
一
五
）

　

こ
の
時
の
岸
田
の
演
説
「
函
入
娘
」
に
つ
い
て
は
、「
大
津
事
件
顛
末
」
と
し
て
収
載
さ
れ
て
い
る
「
公
判
傍
聴
筆
記
」
か
ら
知

る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
法
廷
で
読
み
上
げ
ら
れ
た
と
き
に
、
被
告
で
あ
る
岸
田
側
も
ほ
ぼ
そ
の
大
要
を

93115帝京史学第25号責了.indb   75 2010/02/16   20:27:44



－･76･－

肯
定
し
て
い
る
の
で
、以
下
そ
の
「
公
判
傍
聴
筆
記
」
か
ら
、問
題
と
さ
れ
た
演
説
「
函
人
娘
」
の
概
要
を
見
て
お
こ
う
。（
註
一
六
）
も
っ

と
も
、
こ
の
演
説
が
行
わ
れ
た
時
に
は
す
で
に
、
駸
々
堂
か
ら
岸
田
の
著
作
と
し
て
『
函
入
娘
・
婚
姻
の
不
完
全
』
が
刊
行
さ
れ
て

い
た
。（
註
一
七
）

　
『
函
入
娘
』
に
つ
い
て
、
刊
行
本
と
演
説
と
の
あ
い
だ
に
は
、
順
序
や
表
現
な
ど
に
多
少
の
相
違
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
内
容
の

大
筋
に
は
大
差
な
い
。
し
か
し
、
演
説
の
方
に
は
、
そ
の
後
半
部
分
に
刊
本
に
な
い
比
喩
が
か
な
り
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

は
演
説
を
中
心
に
検
討
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
桑
山
吉
輝
が
筆
記
し
た
演
説
「
函
入
娘
」
に
依
り
な
が
ら
そ
の
全
容
を
見
よ
う
。

（
二
）
演
説
「
函
入
娘
」
の
概
要

　
「
函
入
娘
」
と
い
う
呼
び
名
は
京
阪
間
で
の
俗
語
で
あ
り
、中
等
以
上
の
人
の
娘
の
こ
と
を
い
う
。
彼
女
た
ち
は
親
が
造
っ
た
「
函
」

に
入
れ
ら
れ
て
育
て
ら
れ
て
い
る
の
で
こ
う
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
函
を
造
る
父
母
は
娘
を
「
善
良
正
道
ニ
以
テ
婦
徳
ヲ
修
メ
シ
メ

ン
ト
ス
ル
」
た
め
に
慈
愛
を
籠
め
て
造
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
娘
た
ち
を
「
手
ア
リ
足
ア
リ
口
ア
ル
モ
手
足
働
カ
シ
メ
ス
口
云
ハ

シ
メ
ス
シ
テ
自
由
ヲ
妨
ケ
ル
」始
末
と
な
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
そ
の
函
こ
そ
が
娘
を
苦
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、私（
岸
田
）

が
作
ろ
う
と
す
る
函
は
、
形
の
な
い
函
で
あ
る
。
伸
ば
し
た
手
足
が
ぶ
つ
か
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
自
由
な
函
で
あ
る
。
人
は
、
そ

れ
で
は
娘
た
ち
の
不
品
行
勝
手
気
ま
ま
を
許
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
心
配
す
る
が
、
決
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
歴

と
し
た
教
育
の
函
で
あ
り
、
そ
れ
は
各
家
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
り
、
一
様
で
は
な
い
。
現
状
を
見
る
と
、
今
あ
る
函
は
三
つ
に
分
類

で
き
る
。
そ
の
一
は
、聖
人
君
子
が
遺
し
た
書
物
、具
体
的
に
い
え
ば
「
女
大
学
ニ
女
小
学
ノ
如
キ
類
」
の
教
え
に
沿
っ
た
函
で
あ
る
。

そ
の
二
は
、
女
子
が
産
ま
れ
る
と
、
女
子
は
「
深
窓
」
に
住
む
べ
き
も
の
と
し
て
「
長
簾
」
を
か
け
彼
女
た
ち
を
外
界
か
ら
謝
絶
し
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て
し
ま
う
よ
う
な
函
で
あ
る
。
そ
の
三
は
、親
の
云
う
こ
と
に
有
無
を
い
わ
せ
ず
子
を
従
わ
せ
よ
う
と
す
る
よ
う
な
函
、ま
さ
に
「
濫

リ
ニ
母
権
ヲ
張
ル
」
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
最
も
下
等
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
函
の
う
ち
第
一
の
も
の
は
、
や
や
「
高
尚
」
な
の
で

採
る
べ
き
も
の
は
あ
る
が
、
第
二
・
第
三
の
も
の
は
不
完
全
な
の
で
参
考
す
る
に
当
た
ら
な
い
。

　

次
い
で
、
母
親
の
子
育
て
論
に
つ
い
て
言
及
す
る
。「
学
文
（
問
）
ハ
嫁
入
ノ
妨
ケ
ナ
リ
」
と
い
う
卑
し
い
論
が
あ
る
が
、
こ
れ

は
大
い
な
る
誤
解
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
学
問
は
国
家
に
と
っ
て
有
益
で
あ
り
、
学
問
こ
そ
「
婦
人
嫁
入
第
一
ノ
道
具
」
と
し
て
女
子

の
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
学
問
と
は
具
体
的
に
い
う
と
「
経
済
学
及
び
修
身
学
」
で
あ
る
。
夫
が
亡
く
な
っ

て
も
、
き
ち
ん
と
家
を
切
り
盛
り
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
「
経
済
学
」
は
必
要
で
あ
る
し
、
子
ど
も
に
は
道
徳
や
規
律
を
教
え

る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
か
ら
「
修
身
学
」
も
ま
た
必
要
で
あ
る
。

　
「
真
ノ
父
母
」
は
、
娘
の
「
智
識
開
達
ス
ル
ニ
順
ヒ
」、
す
な
わ
ち
娘
の
成
長
の
度
に
合
わ
せ
て
適
当
な
教
育
を
施
し
て
い
か
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
以
前
だ
っ
た
ら
古
い
函
で
も
よ
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、「
今
日
ハ
天
帝
娘
ニ
自
由
ヲ
与
ヘ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ハ

娘
モ
皆
熟
知
シ
タ
ル
ノ
時
ナ
レ
ハ
自
由
ナ
ル
ヘ
キ
函
ヲ
造
ラ
ネ
ハ
ナ
リ
マ
ス
マ
イ
」。
す
な
わ
ち
、
今
日
の
よ
う
に
新
し
い
世
の
中

に
な
っ
た
（
註
一
八
）
の
で
あ
る
か
ら
、
娘
に
自
由
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
函
造
り
が
望
ま
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
あ
る
函
は
娘
を

「
苦
シ
メ
ル
函
ニ
シ
テ
娘
ノ
為
」
に
は
な
ら
な
い
。

　

と
も
あ
れ
、
善
良
な
人
（
父
母
を
指
す
）
は
函
を
造
る
と
き
、
函
に
入
れ
ら
れ
る
娘
の
心
を
察
し
「
世
界
ノ
如
キ
大
且
ツ
自
由
ナ

ル
函
ヲ
造
ル
ヘ
シ
、
然
ル
ト
キ
ハ
真
ノ
函
入
り
娘
ト
ナ
ル
コ
ト
」
を
保
障
す
る
。
こ
れ
に
反
し
「
窮
屈
不
自
由
ナ
ル
函
ニ
入
ル
ト
キ

ハ
必
ス
娘
ハ
遁
亡
」
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

と
い
っ
た
内
容
の
演
説
で
あ
っ
た
。
刊
行
本
の
方
は
、
ほ
ぼ
こ
の
よ
う
な
内
容
で
お
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
演
説
「
函
入
娘
」
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の
方
に
は
こ
の
後
に
次
の
よ
う
な
比
喩
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
花
は
、
籬
が
あ
る
と
窮
屈
で
自
由
に
開
く
こ
と

が
出
来
な
い
、
美
し
い
花
を
咲
か
せ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
そ
の
籬
を
取
り
去
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
娘
も
花
と
同
様
で
、
窮
屈

な
函
に
入
れ
ら
れ
れ
ば
遁
亡
し
た
く
な
る
だ
ろ
う
。
も
し
そ
の
よ
う
な
事
態
に
な
れ
ば
、
父
母
は
下
男
下
女
を
雇
っ
て
逃
げ
出
し

た
娘
を
捕
縛
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
娘
を
自
由
な
状
態
に
し
て
お
け
ば
下
男
下
女
を
雇
う
必
要
も
な
く
無
駄
を
省
く
こ

と
が
出
来
る
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
岸
田
は
述
べ
た
。
恐
ら
く
半
ば
自
己
陶
酔
的
に
且
つ
聴
衆
を
煽
動
す
る
か
の
よ
う
に
語
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。（
註
一
九
）

　

以
上
が
演
説
「
函
入
娘
」
の
お
お
よ
そ
で
あ
る
。
こ
れ
の
前
半
部
分
は
、
と
く
に
問
題
と
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
後
半
の
た
と
え
話

以
降
が
、
官
憲
の
忌
諱
に
触
れ
た
。
娘
を
人
民
に
、
父
母
を
政
府
に
、
函
を
法
令
に
、
捕
縛
に
当
た
る
下
男
下
女
を
警
察
官
吏
に
喩

え
た
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
演
説
は
、
よ
か
ら
ぬ
函
を
造
っ
た
父
母
、
す
な
わ
ち
政
府
を
批
判
し
た
と

い
う
こ
と
、
逃
げ
出
し
た
娘
を
捕
ら
え
に
走
る
下
男
下
女
、
す
な
わ
ち
警
察
官
吏
を
侮
辱
し
た
と
い
う
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
こ
と
が

問
題
で
あ
る
と
さ
れ
起
訴
さ
れ
た
。
法
廷
で
の
審
議
の
結
果
、
後
者
は
証
拠
不
十
分
と
い
う
こ
と
で
罪
に
問
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
前

者
の
問
題
は
、
集
会
条
例
に
違
反
す
る
と
査
定
さ
れ
、
集
会
条
例
第
一
〇
条
に
よ
り
罰
金
五
円
を
申
し
渡
さ
れ
た
。
同
時
に
こ
の
時

の
演
説
会
の
会
主
井
楽
甚
三
郎
も
同
様
罰
金
五
円
に
処
せ
ら
れ
た
。
女
性
の
演
説
で
処
罰
を
受
け
た
最
初
の
事
例
で
あ
り
、
こ
れ
が

「
大
津
事
件
」
と
称
さ
れ
て
い
る
も
の
の
お
お
よ
そ
で
あ
る
。
な
お
、「
自
由
新
聞
」
四
一
一
号
（
一
八
八
三
、一
一
、二
〇
）
は
、「
我

が
邦
に
於
て
婦
人
の
言
論
に
罪
を
得
る
は
女
史
を
以
て
嚆
矢
と
す
」
と
報
じ
て
い
る
。

　

本
件
公
判
中
、原
告
と
被
告
と
の
間
で
と
く
に
問
題
と
さ
れ
た
の
は
「
自
由
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
岸
田
は
自
分
が
い
う
「
自
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由
」
と
は
「
道
徳
上
の
自
由
を
解
説
し
た
も
の
で
、
決
し
て
政
治
上
の
自
由
を
論
議
し
た
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
、「
要
す
る
に

父
母
た
る
者
の
道
と
女
子
た
る
者
の
本
分
と
を
解
説
し
て
古
来
女
子
教
育
の
悪
習
あ
る
を
痛
論
し
た
る
に
止
ま
り
一
と
し
て
此
女
子

教
育
の
範
囲
を
超
越
し
た
る
こ
と
な
け
れ
ば
政
談
を
な
し
若
く
は
臨
監
の
警
部
巡
査
を
侮
辱
し
た
る
等
の
覚
え
な
し
」（
註
二
〇
）
と
主

張
し
た
。
現
に
刊
行
本
の
方
で
も
岸
田
は
ほ
ぼ
こ
の
よ
う
な
内
容
に
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
恐
ら
く
演
説
の
際
に
岸
田
は
こ
の
発
言

の
枠
を
超
え
て
し
ま
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、本
稿
で
は
今
そ
の
こ
と
を
問
う
よ
り
も
岸
田
の
女
子
教
育
に
つ
い
て
の「
女

大
学
」
に
関
わ
る
発
言
に
留
意
し
た
い
。

（
三
）「
函
入
娘
」
と
「
女
大
学
」

　

岸
田
は
「
女
大
学
」
を
決
し
て
否
定
し
て
は
い
な
い
。
否
定
す
る
ど
こ
ろ
か
、む
し
ろ
「
女
大
学
や
女
小
学
」
の
も
つ
「
高
尚
」
性
、

す
な
わ
ち
そ
れ
ら
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
道
徳
的
な
事
柄
に
つ
い
て
は
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
、
岸
田
は
そ
の
「
高
尚
」、
道
徳

部
分
を
評
価
し
な
が
ら
も
「
女
大
学
」
に
体
現
さ
れ
て
い
る
「
三
従
の
道
」
に
つ
い
て
の
扱
い
に
は
大
い
に
問
題
あ
り
と
す
る
。
す

な
わ
ち
こ
れ
ま
で
提
唱
さ
れ
て
き
た
「
三
従
の
道
」
の
読
み
方
な
り
実
施
の
方
法
が
よ
く
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

岸
田
が
演
説
「
函
入
娘
」
で
最
も
問
題
と
し
た
か
っ
た
こ
と
は
「
女
大
学
」
な
ど
の
女
訓
書
で
い
わ
れ
て
い
る
「
三
従
の
道
」
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
同
時
に
当
時
の
人
び
と
の
最
大
の
関
心
事
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
一
〇
月
二

日
、
京
都
で
行
わ
れ
た
女
子
大
演
説
会
の
席
上
で
、
岸
田
が
「
三
従
の
道
」
に
つ
い
て
発
言
し
た
と
き
聴
衆
が
大
騒
ぎ
し
た
こ
と
に

よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
騒
ぎ
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
そ
れ
だ
け
当
時
の
人
び
と
の
通
念
の
中
に
「
女
大
学
」、
と
り
わ
け
そ
こ
で

述
べ
ら
れ
て
い
る
「
三
従
の
道
」
の
教
え
が
広
く
深
く
定
着
し
て
い
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
。「
女
大
学
」
の
中
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
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「
三
従
の
道
」、
そ
れ
も
、
当
時
、
多
く
の
人
々
が
抱
い
て
い
た
「
三
従
の
道
」
と
は
、
岸
田
に
い
わ
せ
れ
ば
ま
さ
に
第
三
も
し
く
は

第
二
の
函
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
は
時
に
は
娘
の
「
自
由
」
を
押
さ
え
つ
け
た
り
奪
っ
た
り
、
ま
た
、

そ
れ
ぞ
れ
の
局
面
に
お
い
て
女
性
は
親
・
夫
・
子
ど
も
に
無
条
件
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
悪
習
慣
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
悪
弊
に
彩
ら
れ
た
「
三
従
の
道
」、
そ
れ
を
強
制
す
る
第
二
・
三
の
函
と
い
う
枠
組
の
中
で
長
い
間
女
子
教
育
が
行
わ
れ

続
け
て
来
た
こ
と
、
今
な
お
そ
の
延
長
線
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
が
、
男
尊
女
卑
を
社
会
に
蔓
延
さ
せ
て
い
る
と
い
う
の
が
岸
田
の
捉

え
方
で
あ
っ
た
。

　

だ
か
ら
そ
の
よ
う
な
女
子
教
育
の
あ
り
方
を
変
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
認
識
に
立
っ
て
、
岸
田
は
、
岸
田
な
り
の

女
子
教
育
に
つ
い
て
の
考
え
を
披
瀝
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
岸
田
は
男
尊
女
卑
の
根
源
が
旧
来
の
教
育
に
あ
っ
た
と
は
い
え
、

そ
の
基
本
素
材
で
あ
っ
た
「
女
大
学
」
な
ど
一
連
の
教
訓
書
そ
の
も
の
を
全
面
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
教
訓
書
の
道
徳

的
な
部
分
に
は
大
い
に
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
唱
え
て
い
る
こ
と
を
再
述
し
て
お
こ
う
。（
註
二
一
）

（
四
）「
三
従
の
道
」
の
読
替
に
つ
い
て

　

演
説
中
に
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ「
三
従
の
道
」に
つ
い
て
、岸
田
は
ど
の
よ
う
な
発
言
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

桑
原
吉
輝
が
ま
と
め
た
筆
記
で
は
あ
ま
り
は
っ
き
り
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
刊
行
本
『
函
入
娘
・
婚
姻
の
不
完
全
』（
註
二
二
） 

に
依
拠
し
な
が
ら
検
討
し
た
い
。「
三
従
の
誤
謬
を
解
し
去
ん
と
欲
す
る
な
り
」
と
記
し
た
上
で
「
家
に
あ
り
て
必
し
も
其
父
母
に

従
ふ
に
非
ず
嫁
し
て
必
し
も
其
夫
に
従
ふ
に
非
ず
老
て
必
ず
し
も
其
子
に
従
ふ
に
非
る
な
り
、
若
し
此
の
如
く
の
み
に
し
て
之
を
措

か
ば
必
ず
人
あ
り
云
は
ん
、
女
性
素
柔
順
に
し
て
而
柔
順
な
ら
ざ
る
も
の
な
り
、
然
る
に
之
に
加
ふ
る
に
其
不
順
を
以
て
す
る
と
き
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は
其
弊
害
之
に
過
ぎ
た
る
な
し
と
、
此
其
一
を
知
て
未
だ
其
二
を
解
せ
さ
る
も
の
な
り
、
何
と
な
れ
ば
今
其
難
者
の
言
の
如
く
女
子

を
教
育
す
る
に
唯
徹
頭
徹
尾
百
事
百
物
に
従
随
す
べ
く
と
の
み
諭
す
時
は
其
女
子
物
の
是
非
を
弁
し
正
邪
を
解
す
る
の
智
識
は
何
の

点
よ
り
養
成
し
来
る
を
得
る
や
必
ず
之
を
し
て
放
て
無
為
無
智
の
女
子
と
な
さ
し
む
る
外
な
き
能
は
さ
る
な
り
」（
三
八
頁
）
と
述

べ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
「
無
為
無
智
」
の
女
子
を
「
有
為
有
智
」
の
子
に
養
育
す
る
に
は
「
其
智
識
を
発
生
せ
し
む
る
に

は
其
是
非
正
邪
を
弁
悟
せ
し
め
其
従
ふ
べ
く
と
従
ふ
べ
か
ら
さ
る
と
を
知
ら
し
む
る
に
若
か
さ
る
な
り
、
夫そ

れ

其
従
ふ
べ
か
ら
さ
る
も

の
は
人
に
し
て
其
従
ふ
べ
き
者
は
道
な
り
、
今
茲
に
説
く
所
の
三
従
は
即
家
に
あ
り
て
其
子
た
る
の
道
に
従
ふ
て
父
母
に
従
ふ
に
非

る
な
り
、
嫁
し
て
其
妻
た
る
の
道
に
従
ふ
て
夫
に
従
ふ
に
非
る
な
り
、
老
て
其
親
た
る
の
道
に
従
ふ
て
子
に
従
ふ
に
非
る
な
り
」
と

い
う
。
ま
さ
に
こ
の
発
言
に
岸
田
の
主
張
は
集
約
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、結
婚
前
、家
に
お
い
て
は「
子
た
る
の
道
」（
子
と
し
て
の
道
）

に
従
う
も
の
で
、父
母
に
従
う
の
で
は
な
い
。
同
様
に
、結
婚
し
た
な
ら
「
妻
た
る
の
道
」（
妻
と
し
て
の
道
）
に
、老
い
た
な
ら
「
親

た
る
の
道
」（
親
と
し
て
の
道
）
に
従
う
の
で
あ
り
、
決
し
て
夫
や
子
に
従
う
の
で
は
な
い
。「
人
」
に
従
う
の
で
は
な
く
そ
れ
ぞ
れ

の「
道
」に
従
う
こ
と
こ
そ
必
要
な
こ
と
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
岸
田
は
、「
女
大
学
」に
述
べ
ら
れ
て
い
る「
三
従
の
道
」の
教
え
を
、

父
母
・
夫
・
子
と
い
う
「
人
」
に
従
う
の
で
は
な
く
、
子
・
妻
・
親
と
し
て
の
「
道
」
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
「
道
」
に
従
う
こ

と
が
肝
要
な
の
だ
と
い
う
。「
人
」
か
ら
「
道
」
へ
の
読
み
替
え
を
し
た
。
旧
来
の
女
子
教
育
の
あ
り
方
の
誤
り
は
素
材
の
用
い
方
、

解
釈
の
仕
方
が
よ
く
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
批
判
を
し
な
が
ら
岸
田
が
考
え
る
方
法
を
提
示
し
た
。

　

で
は
、こ
こ
で
い
う
「
道
」
と
は
何
か
。
岸
田
は
、子
と
し
て
の
道
、妻
と
し
て
の
道
、親
と
し
て
の
道
、そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
「
道
」

が
具
体
的
に
こ
う
で
あ
る
と
い
う
提
言
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
子
と
し
て
の
道
は
学
ぶ
こ
と
、
妻
と
し
て
の
道
は
夫
亡
き
後
も

家
を
切
り
盛
り
し
て
い
く
こ
と
と
い
っ
た
こ
と
は
「
函
入
娘
」
に
限
ら
ず
、岸
田
の
演
説
の
随
所
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
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と
く
に
、
岸
田
が
こ
こ
で
主
張
し
た
か
っ
た
こ
と
は
、「
無
為
無
智
」
の
女
子
を
「
有
為
有
智
」
に
育
て
る
に
は
知
識
の
発
達
に
伴

い
是
非
正
邪
を
覚
ら
せ
て
い
く
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
に
伴
い
「
従
」
と
「
不
従
」
と
を
会
得
さ
せ
て
い
く
こ
と
、「
人
」
に
従
う
の

で
は
な
く
、「
人
」
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
か
な
っ
た
「
道
」
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
「
道
」
に
従
う
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
岸
田
の
い

う
「
三
従
の
道
」、
少
々
飛
躍
し
て
云
う
な
ら
ば
「
学
び
」
で
あ
っ
た
。
岸
田
は
、
女
子
が
学
ぶ
こ
と
の
な
い
ま
ま
に
成
長
し
結
婚

し
た
の
で
は
、
生
ま
れ
た
子
ど
も
を
教
育
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
だ
か
ら
、
ま
ず
は
、
幼
少
時
か
ら
き
ち
ん
と
し
た
「
学
び
」
を

身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
止
ま
な
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、人
々
の
意
識
の
中
に
染
み
つ
い
て
い
た
「
三
従
の
道
」
の
あ
り
方
を
批
判
し
た
上
で
採
る
べ
き
道
の
提
示
を
し
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
ま
さ
に
「
女
大
学
」
の
根
底
に
あ
る
思
想
を
正
面
か
ら
批
判
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
そ
の
一
方
で
、「
高
尚
」
と
い
う
語
を
用
い
て
一
定
の
評
価
を
す
る
な
ど
「
女
大
学
」
へ
の
こ
だ
わ
り
を
持
ち
続
け
て
い
た

こ
と
は
先
述
し
た
通
り
で
あ
る
。（
註
二
三
）

三　

そ
の
外
の
演
説

　

岸
田
は
、
表
に
見
る
よ
う
に
演
説
「
函
人
娘
」
の
以
前
に
も
多
く
の
演
説
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
具
体
的
内
容
は
あ
ま
り
は
っ

き
り
と
は
し
な
い
。
し
か
し
、
岸
田
が
行
っ
た
他
の
演
説
に
つ
い
て
も
も
う
少
し
知
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
岸
田
の
演
説
を
伝

え
た
新
聞
記
事
に
よ
り
な
が
ら
演
説
内
容
に
触
れ
て
い
る
当
該
箇
所
を
以
下
に
抄
出
し
て
み
よ
う
。
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（
一
）
四
国
で
行
わ
れ
た
演
説
「
鳴
呼
鳴
呼
」
に
つ
い
て

　
「
殊
に
激
烈
慷
慨
を
き
わ
め
従
来
の
経
験
に
て
は
疾
く
に
中
止
解
散
を
命
ぜ
ら
る
べ
き
勢
な
れ
ど
、
女
ゆ
へ
と
い
ふ
で
も
あ
る
ま

い
が
当
夜
の
臨
監
警
部
は
誠
に
寛
大
を
極
め
ら
れ
恬
と
し
て
顧
み
ざ
る
が
如
く
な
れ
ば
、
俊
子
は
尚
ほ
一
層
の
力
を
得
て
滔
々
弁
じ

来
て
益
々
慷
慨
を
極
め
遂
に
政
府
を
天
に
た
と
へ
、
諸
君
よ
我
々
が
戴
く
所
の
天
は
将
さ
に
地
上
に
堕
落
せ
ん
と
す
、
是
れ
天
柱
の

鞏
固
な
ら
ざ
る
が
為
め
な
り
、
我
々
は
此
儘
に
て
過
ぎ
ゆ
き
た
ら
ん
に
は
久
し
き
を
出
で
ず
し
て
圧
殺
せ
ら
れ
ん
と
す
、
我
々
の
生

命
は
惜
し
む
に
足
ら
ざ
る
も
三
千
年
来
皇
統
連
綿
た
る
帝
国
の
旭
旗
は
将
た
い
づ
れ
の
地
に
樹
つ
べ
き
乎
、
故
に
我
々
は
天
堕
落
せ

は
堕
落
す
る
に
任
か
せ
、
其
上
に
立
て
更
ら
に
堅
牢
の
天
柱
を
撰
定
し
以
て
完
全
安
寧
の
地
を
求
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
云
々
」（「
普
通

新
聞
」　

一
八
〇
九
号　

一
八
八
二
、六
、二
七
）

　

こ
こ
で
は
、
政
府
を
「
天
」
に
た
と
え
、
今
、
そ
れ
が
地
上
に
堕
落
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
政
府
批
判
を
し
た
こ
と
が
臨
監
警
部

の
「
中
止
解
散
」
の
声
を
呼
ん
だ
。

（
二
）
九
州
地
方
で
行
わ
れ
た
演
説

　

イ
：「
賢
媛
来
者
に
告
ぐ
」（
①
）
の
演
説
は
、
初
め
に
男
女
の
同
権
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
を
説
き
、
次
ぎ
に
習
慣
の
勢
力
を
説
き

て
痛
く
東
洋
婦
人
の
弊
を
論
じ
、
遂
に
之
を
教
育
の
悪
し
き
に
帰
せ
ら
れ
、
後
題
の
「
行
尸し

飯
嚢
人
所
恥
」（
②
）
の
演
題
は
、
始

め
に
活
動
な
き
精
神
の
弊
を
挙
げ
て
痛
く
睡
眠
社
会
を
論
じ
、
善
に
ま
れ
悪
に
ま
れ
奮
て
為
す
こ
そ
無
為
の
世
よ
り
も
好
か
ら
ん
と

ま
で
論
及
し
、
遂
に
社
会
の
こ
と
は
万
事
改
進
す
へ
き
の
意
を
以
て
之
を
結
ば
れ
た
り
、
然
る
に
惜
し
む
べ
き
は
語

こ
と
ば

少
し
く
漢
語
め

き
解
す
る
人
稀
な
り
し
が
如
し
」（「
熊
本
新
聞
」　

一
三
八
七
号　

一
八
八
二
、一
一
、一
）
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二
つ
の
演
題
の
う
ち
、
前
者
（
①
）
で
は
、
男
女
同
権
を
説
き
、
旧
来
か
ら
の
悪
習
が
「
東
洋
婦
人
」
を
低
位
に
お
い
て
い
る
が
、

こ
れ
は
教
育
が
悪
い
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
と
述
べ
、
後
者
（
②
）
で
は
、
社
会
の
不
活
発
を
論
じ
、
社
会
の
改
進
の
た
め
に
立
ち

上
が
る
よ
う
に
奮
励
努
力
せ
よ
と
説
い
た
。

　

ロ
：「
前
題
（「
柔
柳
堅
松
亦
同
精
神
」（
③
））
は
、
現
今
我
国
婦
女
子
の
気
力
な
き
こ
と
を
論
破
し
、
女
子
は
男
子
と
同
等
の
権

利
を
有
す
る
こ
と
を
明
か
に
し
、
遂
に
従
来
婦
女
子
に
教
へ
来
り
し
徳
義
に
関
す
る
古
語
の
解
釈
を
誤
れ
る
を
説
き
て
、
女
子
は

柔
柳
の
態
あ
り
て
堅
松
の
如
き
精
神
な
か
る
べ
か
ら
ざ
る
を
説
き
、
後
題
（「
京
都
み
や
げ　

一
片
丹
心
在
高
雄
山
裡
楓
、
…
秋
紫

雲
天
竺
寺
中
花
」（
④
）
は
「
高
雄
山
の
楓も

み
じ樹
云
々
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
長
文
な
の
で
以
下
に
要
約
す
る
。
ま
ず
、
京
都
高
雄
山

の
楓
の
丹
色
と
高
台
寺
の
萩
の
花
の
紫
色
と
を
対
比
す
る
。
そ
し
て
、
紫
は
古
来
貴
顕
の
貴
ぶ
と
こ
ろ
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
丹

色
は
不
正
不
詳
の
色
と
さ
れ
て
き
た
が
、
い
ま
や
紫
は
終
に
社
会
に
は
不
要
と
な
り
丹
色
が
粋
正
と
な
っ
た
と
述
べ
、
そ
の
丹
色

を
社
会
に
拡
張
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
い
っ
た
内
容
の
こ
と
を
新
旧
対
比
さ
せ
て
述
べ
た
。（「
熊
本
新
聞
」　

一
三
八
八
号　

一
八
八
二
、一
一
、二
）

　

要
す
る
に
、
前
者
（
③
）
で
は
女
子
に
気
力
が
な
い
こ
と
を
指
摘
、
後
者
（
④
）
で
は
古
い
も
の
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
新
し

い
旗
を
掲
げ
、
社
会
発
展
の
た
め
に
奮
い
立
て
と
促
し
て
い
る
。

　

ハ
：「
第
一
に
「
習
慣
論
」（
⑤
）
と
い
ふ
題
に
て
習
慣
の
弊
害
を
説
き
て
、
皆
な
是
れ
教
育
の
弊
害
に
起お

こ因
る
所
以
を
述
べ
、

第
二
に
「
思
想
論
」（
⑥
）
と
云
ふ
題
に
て
高
尚
な
る
思
想
は
自
由
を
欲
す
る
も
卑
下
な
る
思
想
は
圧
抑
を
好
む
と
云
ふ
こ
と
を
梅
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花
と
鶯
鳥
と
に
比た
と
へ喩

て
暗
々
裏
に
官
民
の
関
係
に
説
き
及
は
れ
し
に
、
其
論
凱が
い
せ
つ
き
き
て

切
聴
衆
を
感
せ
し
む
る
所
あ
り
し
か
、
演の
べ
お
は了

り
て
将

に
壇
を
降
ら
ん
と
さ
る
る
と
き
臨
監
の
警
察
官
は
厳
し
き
容
貌
に
て
只
今
の
演
説
は
国
安
に
妨
害
あ
れ
ば
中
止
解
散
す
降さ

が

れ
と
の
厳

命
あ
り
し
に
、
皆
々
是
は
と
驚
き
し
も
、
最
早
演
了
り
し
後
に
て
あ
り
し
か
ば
弁
客
も
聴
衆
も
左
ま
で
遺

の
こ
り
お
し
く
憾
お
も
ふ
様
子
も
な
く

穏お
だ
や
か便
に
退
散
し
た
り
と
ぞ
」（「
熊
本
新
聞
」　

一
三
八
九
号　

一
八
八
二
、一
一
、三
）

　

前
者
（
⑤
）
で
は
、
習
慣
の
弊
害
を
述
べ
、
こ
れ
は
教
育
が
悪
い
か
ら
で
あ
る
と
い
い
、
後
者
（
⑥
）
で
は
高
尚
な
思
想
と
卑
下

な
る
思
想
を
対
比
、
志
を
高
く
持
つ
よ
う
に
と
訴
え
た
。

　

ニ
：「
其
の
演
題
は
「
婦
者
家
之
所
由
盛
衰
、
宜
哉
」（
⑦
）、「
今
日
行
一
難
事
明
日
行
一
難
事
」（
⑧
）
と
云
へ
る
二
題
に
て
、

先
づ
は
じ
め
に
前
題
（
⑦
）
を
演
へ
「
婦
者
家
之
所
由
盛
衰
」
と
云
へ
る
は
妾
（
岸
田
―
引
用
者
註
）
の
語
に
あ
ら
ず
し
て
古
人
司

馬
温
公
の
語
な
り
、「
宜
哉
」
の
二
字
は
妾
が
温
公
の
語
を
私
評
し
た
る
も
の
な
り
云
々
、
夫
よ
り
家
の
盛
衰
は
婦お

ん
な人

に
由
る
所
以

の
古
例
を
引
き
、
且
つ
社
会
と
云
ひ
人
民
と
云
ひ
人
間
と
云
ふ
の
語
は
決
し
て
婦
人
を
除
き
男
子
の
み
を
指
し
た
る
も
の
に
あ
ら
ざ

る
は
、
則
ち
我
国
三
千
五
百
有
余
万
の
同
胞
姉
妹
兄
弟
と
云
ふ
を
以
て
明
な
り
、
然
れ
ば
婦
人
に
し
て
智
識
進
歩
せ
ざ
れ
ば
社
会
の

開
花
、
人
民
の
進
歩
な
ど
と
云
の
語
を
用
る
こ
と
能
は
さ
る
べ
し
と
直
ち
に
進
ん
で
男
女
の
同
権
な
る
こ
と
に
説
き
及
ぼ
し
、
我
国

数
百
年
来
の
習
慣
と
し
て
婦
人
に
教お

し
へ育
な
き
こ
と
を
歎
じ
終お
は
り局
に
至
り
婦
人
の
性
質
を
花は

な木
に
譬
へ
、
今
此
の
聴
衆
中
五
百
有
余
の

婦
女
子
諸
君
よ
諸
君
は
紅
粉
を
粧
ひ
膏
膩
を
凝
ら
し
僅
か
（
二
字
不
明
）
の
花
と
眺
め
ら
れ
ん
こ
と
を
望
ま
ん
よ
り
寧
ろ
才
を
琢
き

智
を
磨
し
三
千
五
百
万
人
中
の
花
と
仰
が
る
る
を
望
め
と
述
べ
て
、
其
の
局
を
結
ば
れ
た
り
（
⑦
））、
次
の
後
題
な
る
「
今
日
行
一

難
事
明
日
行
一
難
事
」（
⑧
）
の
演
説
は
、
難
事
は
凡
庸
人
の
好
で
避
く
る
処
な
れ
ど
も
難
事
を
行
ひ
遂
ぐ
る
は
無
数
の
快
楽
を
来
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す
も
の
な
り
、
彼
の
易
事
の
み
こ
れ
溺
る
る
も
の
は
決
し
て
最
大
幸
福
を
得
る
能
は
ず
、
故
に
今
日
一
難
事
を
行
へ
ば
明
日
も
亦
た

進
ん
で
一
の
難
事
を
行
ふ
べ
し
、
然
れ
ど
も
難
事
を
行
な
ふ
如
き
は
決
し
て
愚
人
の
能
く
す
る
所
に
あ
ら
ず
、
彼
の
愚
人
の
如
き
は

独
立
自
治
の
精
神
に
乏
し
く
徒
ら
に
貴
顕
に
媚
び
私
利
を
図
る
も
の
の
た
め
に
籠
絡
せ
ら
る
る
も
の
往
々
之
あ
り
。
深
く
省
み
ざ
る

べ
け
ん
や
と
説
か
れ
し
と
き
は
如
何
な
る
故
に
や
、
聴
衆
中
二
三
の
男
子
が
面か

ほ

を
朱
の
如
く
赤
く
な
し
聞
き
居
た
る
を
見
受
け
た

り
、
然
れ
ど
も
惜
し
い
哉
二
題
共
に
其
の
語
少
し
く
高
尚
に
わ
た
り
愚
夫
愚
婦
の
耳
に
は
徹
底
せ
ざ
る
様
見
受
け
し
は
頗
る
遺
憾
な

り
し
」（「
熊
本
新
聞
」　

一
三
九
二
号　

一
八
八
二
、一
一
、八　

二
五
一
頁
）

　

少
々
長
文
に
わ
た
っ
た
が
、
前
者
（
⑦
）
で
は
、
社
会
・
人
民
・
人
間
の
語
は
男
だ
け
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く
女
も
含
ま

れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
「
男
女
同
権
」
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
日
本
に
お
い
て
は
、
男
の
み
を
指
す
か
の
よ
う
に
さ
れ
て
き
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
格
差
は
、
婦
人
に
教
育
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
悪
習
慣
に
よ
っ
て
い
る
。
と
も
あ
れ
、
女
は
才
智
を
磨
く
事

が
肝
要
で
あ
る
。
後
者
（
⑧
）
で
は
、
易
事
に
溺
れ
る
こ
と
な
く
、
進
ん
で
難
事
を
行
う
事
に
よ
っ
て
多
く
の
快
楽
が
も
た
ら
さ
れ
、

且
つ
独
立
自
治
の
精
神
も
育
成
錬
磨
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
事
を
説
い
て
い
る
。

　

以
上
が
、
岸
田
の
演
説
の
内
容
に
関
わ
る
新
聞
報
道
の
記
事
の
抄
出
で
あ
る
。
と
く
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
九
州
で
の
演
説
は
、

い
ず
れ
も
、
二
つ
の
演
説
を
組
み
合
わ
せ
て
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
は
じ
め
の
演
説
で
は
主
と
し
て
現
状
を
分
析

し
て
聴
衆
を
喚
起
す
る
。
つ
ま
り
眼
前
の
悪
習
・
弊
害
と
い
っ
た
も
の
を
指
摘
し
た
上
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
歴
史
的
に
検
討
を
加
え

て
い
る
。
そ
し
て
、
続
く
二
つ
め
の
演
説
で
は
、
初
め
の
演
説
で
示
さ
れ
た
弊
害
を
除
く
た
め
に
ど
う
す
べ
き
か
と
い
う
方
向
へ
話

を
進
め
、
岸
田
な
り
の
指
針
を
示
し
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
指
針
と
は
聴
衆
・
婦
女
子
ら
の
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意
気
を
奮
い
立
た
せ
る
よ
う
な
も
の
、
具
体
的
に
は
才
智
を
も
っ
と
も
っ
と
錬
磨
す
べ
き
で
あ
り
、
教
育
に
力
を
注
げ
と
い
う
事
で

あ
っ
た
。（
註
二
四
）

　

社
会
に
は
び
こ
っ
て
い
る
悪
弊
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
そ
れ
を
取
り
除
く
た
め
に
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
問
い
を
人
び
と
に
投
げ

か
け
、
人
び
と
の
精
神
を
呼
び
起
こ
し
、
鼓
舞
す
る
か
の
よ
う
に
活
動
せ
よ
と
訴
え
る
。
演
説
活
動
を
続
け
て
い
く
過
程
で
、
岸
田

な
り
の
経
験
と
そ
れ
に
基
づ
く
工
夫
の
跡
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
訴
え
に
共
鳴
し
た
の
は
長
い
間
低

位
置
に
措
か
れ
続
け
た
女
性
た
ち
で
あ
り
、
柔
軟
な
精
神
の
持
ち
主
で
あ
る
年
少
者
で
あ
っ
た
。（
註
二
五
）

四　

岸
田
と
年
少
者

　

さ
て
、
岸
田
と
年
少
者
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
き
が
来
た
。
演
説
活
動
を
続
け
て
い
る
半
ば
ご
ろ
か
ら
、
岸
田
は
、

自
ら
の
主
張
を
「
女
権
拡
張
」・「
女
権
宣
言
」
か
ら
教
育
、
と
く
に
「
女
子
教
育
」
に
重
点
を
移
し
、
年
少
者
を
意
識
的
に
対
象
と

し
な
が
ら
幼
少
時
か
ら
の
教
育
の
必
要
を
説
い
て
い
く
よ
う
に
な
る
。未
だ
文
字
を
充
分
に
解
せ
な
い
年
少
者
に
対
し
て
は
、「
演
説
」

と
い
う
方
法
は
き
わ
め
て
効
果
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
恰
も
芝
居
見
物
を
す
る
か
の
よ
う
な
気
持
ち
で
臨
場
す
る
こ
と
が
出
来
た

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
う
ま
い
演
説
は
聴
衆
の
心
を
捉
え
て
い
く
。
後
述
す
る
け
れ
ど
も
、
岸
田
の
演
説
を
報
道
し
た
新
聞
記
事

の
多
く
は
、
岸
田
の
演
説
は
う
ま
く
、
か
つ
聴
衆
を
捉
え
て
い
る
こ
と
を
報
じ
て
い
る
。
時
に
は
、
恰
も
自
己
陶
酔
す
る
か
の
よ
う

な
場
面
も
少
な
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
岸
田
の
そ
の
よ
う
な
演
説
が
年
少
者
を
次
々
に
捉
え
て
い
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
。
そ
し
て
、
更
に
、
そ
う
し
た
年
少
者
を
組
み
込
み
、
時
に
は
自
分
と
同
じ
場
で
教
育
の
必
要
を
語
ら
せ
て
い
る
。
岸
田
が
説
く
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幼
少
時
か
ら
の
学
び
の
必
要
を
、
年
少
者
の
口
か
ら
語
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
更
に
多
く
の
年
少
者
の
支
持
を
広
げ
て
い
っ
た
の
で

は
な
い
か
。

　

岸
田
と
共
に
演
説
会
場
に
立
っ
た
年
少
者
の
演
説
内
容
を
見
よ
う
。

　

年
齢
八
才
一
ヶ
月
の
太
刀
ふ
じ
は
、
一
八
八
三
年
一
〇
月
二
日
、
京
都
四
条
で
催
さ
れ
た
女
子
大
演
説
会
で
「
人
も
亦
た
花
の
如

き
も
の
か
」
と
い
う
題
で
演
説
し
た
。「
花
で
名
の
あ
る
大
和
国
吉
野
の
者
で
あ
り
ま
す
が
此
の
頃
は
岸
田
氏
の
門
に
居
ま
す
太
刀

ふ
ぢ
な
る
者
」
と
い
う
自
己
紹
介
を
し
た
上
で
始
め
た
彼
女
の
話
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
自
分
の
住
む
吉
野
は
田
舎
で
あ

り
、何
も
か
も
が
不
自
由
で
あ
り
、田
舎
は
都
会
に
比
し
「
人
」
を
は
じ
め
す
べ
て
が
劣
っ
て
い
る
。
し
か
し
、花
に
は
「
田
舎
の
花
」

「
都
会
の
花
」
の
区
別
は
な
い
。
吉
野
の
田
舎
へ
都
会
の
人
は
花
を
見
に
来
る
、
田
舎
の
花
が
都
会
の
人
を
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
な
ん

と
偉
い
こ
と
で
は
な
い
か
。
人
も
花
の
よ
う
に
田
舎
に
い
て
も
都
会
の
人
を
遣
う
ぐ
ら
い
の
こ
と
は
出
来
る
は
ず
で
あ
る
。
双
方
の

間
に
は
い
ろ
い
ろ
な
格
差
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
違
い
は
「
賢
」
か
「
愚
」
か
の
違
い
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
だ
か

ら
、
人
は
「
賢
」
に
な
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
は
学
ぶ
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
内
容
の
演
説
を
し
た
。

　

八
才
二
ヶ
月
の
梁
瀬
濤
江
の
演
題
は
「
丹
波
氷
上
郡
は
昔
は
何
を
以
て
鬼
国
と
云
ふ
や
」
で
あ
る
。
こ
の
要
旨
は
丹
波
は
都
に
近

い
の
に
何
の
教
育
も
行
き
届
い
て
お
ら
ず
「
田
舎
野
蛮
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
住
む
人
は
大
切
な
子
ど
も
に
教
育
を
施
す
こ
と
な
く
全

く
の
野
蛮
人
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
教
育
の
な
い
野
蛮
な
親
は
人
間
で
は
な
く
鬼
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
自
分
は
そ
の
よ
う
な「
鬼
」

の
仲
間
入
り
を
し
た
く
な
い
、
何
と
か
し
て
教
養
の
あ
る
人
間
に
な
り
た
く
て
い
ろ
い
ろ
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
て
い
る
と
き
、「
此
の

春
岸き

し
だ
さ
ん

田
子
の
丹
波
に
遊
歴
致
さ
れ
し
を
幸
に
随
行
し
て
今
其
門
に
入
り
て
勉
強
な
し
、
是
よ
り
進
ん
で
人
の
人
た
る
義
務
を
尽
く
し
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人
間
と
な
る
心つ
も
り得

で
あ
り
ま
す
」
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
演
説
し
た
。（
註
二
六
）

　

時
は
少
々
遡
る
が
、
岸
田
が
九
州
地
方
を
遊
歴
し
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
岸
田
の
影
響
を
受
け
て
文
章
を
書
い
た
宮
川
佐
恵
子

の
場
合
を
見
よ
う
。
一
五
才
の
佐
恵
子
は
、
一
八
八
二
年
一
一
月
二
六
日
に
熊
本
の
若
葉
町
福
富
座
で
開
か
れ
た
岸
田
の
学
術
演
説

会
で
語
ら
れ
た
「
習
慣
論
」
と
「
思
想
論
」
の
二
つ
の
演
説
を
聞
き
感
動
し
、
其
の
思
い
を
綴
っ
た
。
そ
れ
を
後
に
催
さ
れ
た
親
睦

会
の
席
上
で
朗
読
し
た
。
そ
れ
は
大
要
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
日
本
の
女
子
の
作
業
は
古
来
か
ら
「
卑
屈
ニ
沈
溺
シ
日
ニ
只

炊
掃
針
線
ノ
間
ニ
従
事
シ
テ
一
モ
有
為
ノ
気
象
ア
ル
ヲ
見
ス
、
彼
欧
米
各
国
ノ
如
キ
ハ
英
雄
豪
傑
独
リ
男
子
ノ
ミ
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ

間
々
女
丈
夫
ノ
輩
出
ス
ル
」
こ
と
が
あ
る
。
日
本
と
欧
米
と
の
こ
う
し
た
違
い
は
い
う
ま
で
も
な
く
教
育
の
方
法
が
異
な
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
我
が
国
の
よ
う
に
い
つ
ま
で
も
旧
来
の
習
慣
を
墨
守
し
て
い
て
は
真
の
教
育
を
授
受
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
岸
田

氏
は
も
っ
ぱ
ら
精
神
を
教
育
上
に
注
ぎ
、
教
育
の
必
要
を
説
く
た
め
に
場
所
を
い
と
わ
ず
遊
歴
し
て
く
れ
て
い
る
。「
到
処
三
尺
ノ

童
子
ト
雖
ド
モ
皆
其
芳
名
ヲ
聞
知
セ
サ
ル
者
ナ
シ
」「
僻
遠
蒙
味
ノ
田
舎
ト
雖
ト
モ
遺
ス
所
ナ
ク
学
術
演
説
ヲ
開
キ
一
ニ
教
育
ヲ
説

キ
大
ニ
地
方
ノ
人
ヲ
シ
テ
感
発
誘
起
セ
シ
ム
ル
所
多
シ
」
と
述
べ
、
自
分
は
今
よ
り
学
問
に
従
事
し
努
め
て
女
子
の
本
分
を
尽
く
す

よ
う
に
心
掛
け
る
こ
と
、
教
育
と
い
う
も
の
は
直
ち
に
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
後
来
に
い
た
っ
て
百
倍
も
の

実
を
結
ぶ
も
の
で
あ
る
。
岸
田
の
い
う
よ
う
に
学
問
を
身
に
つ
け
て
い
け
ば
、
今
後
続
々
と
名
媛
賢
才
が
輩
出
す
る
で
あ
ろ
う
、
こ

れ
も
岸
田
の
「
恩
賚
」
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
結
ん
で
い
る
。（
註
二
七
）

　

比
較
的
詳
細
に
綴
ら
れ
た
三
人
の
年
少
者
の
発
言
の
要
点
を
示
し
た
。
そ
の
ほ
か
に
、
一
八
八
二
年
一
一
月
三
〇
日
、
熊
本
に
お

い
て
開
か
れ
た
留
別
の
演
説
会
の
折
、「
会
員
諸
氏
」
も
代
わ
る
代
わ
る
発
言
し
た
。
そ
の
時
、
前
田
案
山
子
（
註
二
八
）
の
一
二
才
の

女む
す
めお
ツ
チ
が
「
学
問
ヲ
勧
ム
」
と
い
う
発
言
を
、
続
い
て
同
じ
く
一
二
才
の
田
尻
久
馬
が
「
安
楽
は
労
苦
ノ
花
」
と
い
う
題
で
演
説
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し
た
。
そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
こ
の
時
の
様
子
を
報
じ
た
新
聞
は
、
お
ツ
チ
の
演
説
に
「
妙と
し
わ
か齢

に
し

て
論
に
富
ま
れ
た
る
は
家
庭
教
育
の
致
す
所
か
感
賞
す
べ
き
こ
と
に
て
あ
り
た
り
き
」
と
記
し
、
ま
た
田
尻
発
言
に
対
し
て
は
「
是

も
亦
感
ず
べ
き
も
の
あ
り
し
」
と
伝
え
て
い
る
。（
註
二
九
）

　

さ
ら
に
ま
た
、
岸
田
が
博
多
で
学
術
演
説
を
開
い
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
様
子
を
伝
え
た
「
東
京
横
浜
毎
日
新
聞
」
は
、

岸
田
の
演
説
の
前
に
「（
博
多
）
覇
台
北
校
の
生
徒
田
中
某
（
八
年
）
は
「
幼
稚
の
心
得
」、
井
上
某
（
九
年
）
は
「
玉
磨
か
ざ
れ
は

光
な
し
」
と
い
う
演
題
に
て
各
演
ぜ
し
と
の
こ
と
な
る
が
、
斯
く
年
若
き
も
の
の
演
説
せ
し
と
は
最い

と
珍
し
き
こ
と
に
こ
そ
」
と
記

し
て
い
る
。（
註
三
〇
）

　

以
上
の
よ
う
に
年
少
者
の
発
言
の
孰
れ
も
が
教
育
の
重
要
性
を
語
っ
て
い
る
。
卑
屈
な
状
況
で
の
生
活
の
繰
り
返
し
、
野
蛮
で
あ

り
無
知
蒙
昧
で
あ
る
よ
う
な
状
況
か
ら
脱
出
し
前
進
す
る
た
め
に
は
ま
ず
は
教
育
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
学
ば
な
け
れ
ば
状

況
は
打
開
で
き
な
い
と
い
っ
た
こ
と
を
訴
え
続
け
た
岸
田
の
演
説
は
、
柔
軟
な
年
少
者
と
り
わ
け
若
い
女
性
た
ち
の
心
を
と
ら
え
て

は
な
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

男
尊
女
卑
を
打
破
す
る
た
め
の
教
育
、
こ
れ
ま
で
の
女
子
教
育
の
あ
り
方
の
見
直
し
、
若
い
層
へ
の
教
育
の
必
要
、
な
ど
に
岸
田

の
ね
ら
い
は
絞
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
留
意
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
若
い
子
ど
も
た
ち
の
背
後
に
は
親
の
支
援
、
と

く
に
母
親
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
宮
川
佐
恵
子
の
場
合
は
、
親
が
岸
田
の
懇
親
会

を
周
旋
し
た
中
心
人
物
で
あ
る
こ
と
、
太
刀
フ
ジ
子
の
場
合
は
、
一
八
八
四
年
、
大
和
五
条
へ
遊
説
す
る
と
き
、
岸
田
は
太
刀
を
伴
っ

て
い
く
が
、
そ
の
際
、
そ
の
太
刀
の
母
も
同
行
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。（
註
三
一
）
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五　

岸
田
の
演
説
と
聴
衆
の
反
応

　

岸
田
の
演
説
が
人
び
と
を
魅
了
し
て
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
指
摘
し
た
が
、
そ
の
受
け
止
め
ら
れ
方
が
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
賛
否
を
含
め
、
今
少
し
具
体
的
な
様
子
を
新
聞
報
道
な
ど
を
通
し
て
み
よ
う
。

（
一
）
岸
田
俊
子
の
演
説
の
評
判
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
文
を
示
す
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。「
評
判
ニ
曰
ク
女
子
ニ
シ
テ
豪
傑
ハ
英
国

ノ
イ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
、
我
国
ノ
神
功
皇
后
ナ
リ
、
女
弁
士
コ
ノ
名
ア
ル
モ
ノ
ハ
岸
田
俊
女
ヲ
含
テ
他
ニ
ナ
キ
ナ
リ
、
此
女
子
ノ
演

説
ヲ
聴
ク
モ
ノ
ハ
皆
感
服
セ
ザ
ル
ナ
シ
ト
、
然
レ
ド
モ
此
女
子
ニ
モ
亦
癖
ナ
キ
能
ハ
ズ
、
癖
ト
ハ
立
居
振
リ
舞
ヒ
言
語
ノ
放
チ
方

ハ
女
子
ニ
不
似
合
恰
カ
モ
男
子
ノ
為
ス
ベ
キ
処
ナ
リ
ト
（
女
子
ナ
ラ
バ
女
子
相
応
ノ
コ
ト
ヲ
為
ス
ベ
シ
）
是
レ
則
チ
此
俊
女
子
ノ

欠
点
ト
謂
フ
ベ
シ
」（
栗
田
信
太
郎
編
著
『
自
由
改
進
漸
進
保
守
明
治
演
説
評
判
記　

全
』
一
八
八
二
、一
〇　

変
了
閣
）（
註
三
二
）

（
二
）「
其
平
生
の
心
志
磊
落
談
論
活
発
に
し
て
明
眸
皓
歯
の
阿あ

だ娜
た
る
を
見
る
に
あ
ら
ざ
る
よ
り
は
宛
と
し
て
鬚
眉
男
児
に
接
す
る

の
想
ひ
あ
り
と
は
実
に
驚
く
べ
き
の
奇
婦
人
と
謂
ふ
べ
し
」（「
日
本
立
憲
政
党
新
聞
」　

一
五
号　

一
八
八
二
、三
、三
一
）

（
三
）「
幼
年
よ
り
才
学
の
聞
へ
あ
り
し
人
に
し
て
漢
洋
二
籍
に
通
し
弁
舌
清
爽
な
る
を
以
て
演
壇
に
登
る
毎
に
喝
采
を
得
さ
る
こ
と

な
し
と
、
是
迄
婦
女
の
傍
聴
す
る
者
と
て
は
暁
天
の
星
な
り
し
も
俊
女
の
出
席
以
来
は
女
子
の
傍
聴
に
出
掛
る
者
逐
次
に
増
加
せ

し
と
い
う
」（「
時
事
新
報
」
五
七
号　

一
八
八
二
、五
、八
）

（
四
）「
弁
説
爽
快
に
し
て
毫
も
撓
ま
ず
拍
手
喝
采
の
声
は
場
外
に
響
き
渡
る
ほ
ど
な
り
し
」（「
山
陽
新
報
」
九
六
二
号　

一
八
八
二
、五
、一
六
）

（
五
）「
岡
山
津
山
等
の
処
々
に
て
政
談
演
説
を
為
ら
れ
た
る
が
、
何
処
に
て
も
女
史
の
演
説
を
聴
て
頗
る
感
動
し
た
る
景
況
な
り
し

93115帝京史学第25号責了.indb   91 2010/02/16   20:27:45



－･92･－

と
」（「
日
本
立
憲
政
党
新
聞
」
五
九
号　

一
八
八
二
、五
、二
三
）

（
六
）「
二
三
の
新
聞
紙
は
大
阪
政
談
演
説
会
員
の
一
人
な
る
岸
田
俊
女
史
の
こ
と
に
付
種
々
妄
説
を
掲
げ
て
甚
だ
し
き
は
其
筋
の
内

命
を
請
け
我
が
立
憲
政
党
の
内
情
を
探
偵
す
る
も
の
な
り
な
ど
言
触
ら
せ
ど
、女
史
は
斯
る
卑
夫
に
伍
す
可
き
人
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、

畢
意
彼
の
陋
劣
な
る
反
問
者
流
の
造
語
に
過
ぎ
ざ
る
ベ
し
」（「
日
本
立
憲
政
党
新
聞
」
五
三
号　

一
八
八
二
．
五
、一
六
）

（
七
）「
岸
田
と
し
子
の
演
説
は
議
論
明
快
雄
弁
滔
々
と
し
て
尤
も
聴
衆
を
感
動
せ
し
め
た
り
」（「
日
本
立
憲
政
党
新
聞
」
六
三
号　

一
八
八
二
、五
、三
一
）

（
八
）「
女
弁
士
と
い
ふ
に
一
層
の
評
判
を
得
て
開
会
の
当
日
よ
り
霖
雨
簫
条
道
路
泥
濘
の
中
を
も
厭
は
ず
聴
衆
は
い
や
が
上
に
充
満

し
毎
夜
無
慮
二
千
余
名
の
多
き
を
以
て
数
ふ
る
程
な
れ
ば
、
俊
子
も
一
層
の
奮
励
を
生
じ
雄
弁
滔
々
淀
ま
ず
濁
ら
ず
論
し
去
り
論

し
来
て
、
時
勢
を
切
議
し
国
事
を
痛
論
し
以
て
満
場
の
公
衆
を
し
て
感
歎
措
か
ら
ざ
ら
し
め
し
は
、
実
に
女
子
に
し
て
珍
ら
し
き

活
発
の
弁
士
と
い
ふ
へ
き
、
只
惜
む
ら
く
は
其
説
く
所
論
す
る
所や

や輙
も
す
れ
は
激
烈
に
走
せ
て
往
々
女
子
の
淑
徳
を
傷
ふ
な
き
か

の
疑
を
起
さ
し
む
る
の
こ
と
な
き
に
あ
ら
ざ
る
を
、
是
素
と
よ
り
愛
国
憂
世
の
余
情
知
ら
ず
識
ら
ず
溢
れ
て
此
に
至
る
も
の
な
れ

ば
敢
て
彼
是
れ
非
難
す
べ
き
訳
に
は
あ
ら
ね
ど
尚
ほ
此
上
に
少
し
く
注
意
を
加
え
へ
ら
れ
な
ば
、
た
と
へ
愚
民
の
喝
采
は
得
ず
と

も
識
者
は
隴ろ

う

を
得
て
又
た
蜀
を
望
む
の
思
ひ
あ
る
べ
き
か
」（「
普
通
新
聞
」
一
八
〇
九
号　

一
八
八
二
、六
、二
七
）

（
九
）「
天
堕
落
せ
ば
堕
落
す
る
に
任
か
せ
其
上
に
立
て
更
ら
に
堅
牢
の
天
柱
を
撰
定
し
以
て
完
全
安
寧
の
地
を
求
め
ざ
る
べ
か
ら
ず

云
々
と
演
ず
る
に
至
り
、
記
者
は
傍
聴
席
に
あ
り
て
眉
を
ひ
そ
め
コ
ハ
怪
し
か
ら
ぬ
国
家
転
覆
の
論
な
り
、
今
に
も
霹
靂
一
声
頭

上
に
降
ら
ば
如
何
せ
ん
と
片（

マ
マ
）唾
を
呑
ん
で
窺
ひ
居
し
に
、
我
徳
島
警
察
官
の
今
に
始
め
ぬ
寞
仁
大
度
な
る
敢
て
之
を
も
看
過
し
て

顧
み
ざ
る
が
如
き
を
見
て
俊
子
の
為
め
に
一
安
心
せ
し
が
、聴
衆
中
俄
に
騒
ぎ
立
ち
何
事
か
は
知
ら
ず「
常
に
似
ず
」と
連
呼
し「
特
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典
」
と
叫
び
「
寛
大
極
矣
」
と
口
々
に
発
し
満
場
忽
ち
囂
々
と
し
て
容
易
に
静
ま
る
べ
く
も
あ
ら
ざ
り
し
が
俊
子
は
益
々
弁
を
揮

ふ
て
痛
論
せ
し
に
ぞ
」（「
普
通
新
聞
」
一
八
〇
九
号　

一
八
八
二
、六
、二
七
）

（
一
〇
）（
六
月
二
五
日
の
「
鳴
呼
鳴
呼
」
と
い
う
演
説
が
時
事
痛
論
に
よ
り
中
止
解
散
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
を
報
じ
た
後
）「
此
く

記
し
た
る
処
に
て
は
唯
だ
過
激
の
演
説
の
如
く
察
せ
ら
れ
る
れ
ど
も
記
者
が
能
く
其
人
に
就
い
て
見
る
に
年
来
慈
母
の
教
育
に
よ

り
深
く
書
籍
に
通
ず
る
が
上
に
性
質
は
温
和
に
し
て
言
語
寡
く
、
平
生
女
子
教
育
の
盛
な
ら
ざ
る
を
歎
じ
て
大
阪
に
女
子
学
校
を

立
て
ん
と
志
し
又
女
子
の
集
会
演
説
等
を
勧
め
音
楽
の
改
良
を
な
す
等
男
子
も
及
ば
ぬ
企
て
あ
る
位
な
れ
ば
、
過
激
の
演
説
を
な

し
て
一
時
の
喝
采
を
得
ん
と
す
る
が
如
き
浅（

マ
マ
）墓

な
る
事
の
あ
る
べ
き
様
な
し
、
全
く
心
術
よ
り
論
じ
た
る
慷
慨
の
演
説
を
以
っ
て

過
激
と
謬
ま
り
し
者
な
ら
ん
、
然
る
に
な
か
に
は
痛
く
讒
毀
し
て
掲
げ
た
る
新
聞
も
あ
れ
ど
此
等
は
全
く
実
を
知
ら
ず
し
て
空
を

吠
る
の
犬
と
云
べ
し
」（「
自
由
新
聞
」
四
号　

一
八
八
二
、七
、四
）

（
一
一
）（
一
〇
月
三
〇
・
三
一
日
の
演
説
に
つ
い
て
の
記
者
の
コ
メ
ン
ト
）「
惜
し
む
べ
き
は
語

こ
と
ば

少
し
く
漢
語
め
き
て
解
す
る
人
稀
な

り
し
か
如
し
、
且
又
非
常
の
自
由
改
進
主
義
の
論
な
り
し
も
そ
の
論
の
巧
み
な
る
か
為
な
り
し
か
監（

マ
マ
）臨
の
警
察
官
よ
り
中
止
解
散

の
命
な
か
り
し
は
ま
づ
仕
合
せ
な
り
し
」（「
熊
本
新
聞
」
一
三
八
七
号　

一
八
八
二
、一
一
、一
）

（
一
二
）「
一
昨
夜
堀
川
定
席
に
開
か
れ
し
岸
田
と
し
女
の
演
説
は
聴
衆
前
夜
よ
り
も
多
く
殆
ん
ど
場
に
満
つ
る
ほ
ど
な
り
」（「
熊
本

新
聞
」
一
三
八
八
号　

一
八
八
二
、一
一
、二
九
）

（
一
三
）「
一
昨
夜
区
内
草
葉
町
福
富
座
に
於
て
開
か
れ
し
岸
田
と
し
女
学
術
演
説
の
景
況
を
記
せ
ん
に
聴
衆
は
矢
張
前
夜
の
如
く
多

か
り
し
」（「
熊
本
新
聞
」
一
三
八
九
号　

一
八
八
二
、一
一
、三
）

（
一
四
）「
岸
田
俊
女
に
は
去
る
二
日
当
地
へ
着
し
昨
五
日
の
夜
紺
屋
町
な
る
明
辰
定
席
に
於
て
開
会
せ
ら
れ
し
に
、
男
女
老（

マ
マ
）弱
場
中
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に
填
咽
し
殆
ん
ど
立
針
の
余
地
な
く
と
も
盛
ん
な
る
こ
と
な
り
し
」（「
熊
本
新
聞
」
一
三
九
二
号　

一
八
八
二
、一
一
、八
）

（
一
五
）「
岸
田
女
史
に
は
去
二
八
日
当
村
前
田
案
山
子
の
別
荘
に
着
さ
れ
同
夜
開
か
れ
し
懇
親
会
に
来
ら
れ
し
に
、
来
会
す
る
も
の

無
慮
五
百
有
余
名
演
説
な
ど
あ
り
て
中
々
盛
会
］（「
熊
本
新
聞
」）
一
四
一
四
号　

一
八
八
二
、一
二
、五
）

（
一
六
）「
四
日
五
日
之
夜
は
紺
屋
町
明
辰
定
席
に
て
岸
田
俊
女
の
学
術
演
説
会
あ
り
、
是
も
聴
衆
場
中
に
充
満
し
て
立
錐
の
地
な
く

為
に
、
発
起
人
は
意
外
の
所
得
あ
り
た
る
由
」（「
紫
溟
新
報
」
四
八
〇
号　

一
八
八
二
、一
一
、九
）

（
一
七
）「
彼
反
対
党
か
巧
言
令
色
を
以
て
世
人
を
瞞
着
し
主
義
を
切
売
す
る
の
媒
と
な
す
抔な

ど

と
よ
か
ら
ぬ
取
沙
汰
あ
る
女
学
士
岸
田

俊
女
は
、
軟
弱
の
質
を
以
て
遙
々
球
磨
川
の
激
湍た

ん

を
遡
り
人
吉
町
に
至
り
去
十
三
日
先
夜
よ
り
同
地
の
中
川
原
定
席
に
於
て
三
日

間
学
術
演
説
を
開
き
し
に
、
女
流
の
演
説
は
熊
本
す
ら
初
め
て
の
事
な
れ
は
況
し
て
彼
の
地
は
名
に
し
を
ふ
癖
郷
に
し
て
女
の

演
説
は
最
と
珍
ら
し
と
て
我
れ
も
我
れ
も
と
詰
懸
、
聴
衆
常
に
七
八
百
人
も
あ
り
て
余
程
の
大
当
り
な
り
し
由
」（「
紫
溟
新
報
」

五
五
号　

一
八
八
二
、一
一
、二
三
）

（
一
八
）「
八
代
町
な
る
定
席
に
て
雄
弁
を
振
る
ひ
快
爽
な
る
演
説
会
を
開
き
し
と
」（「
自
由
新
聞
」　

一
二
〇
号　

一
八
八
二
、一
一
、二
六
）

（
一
九
）「
彼
の
岸
田
俊
女
が
九
州
地
方
巡
回
の
際
、
人
吉
駅
に
て
学
術
演
説
を
な
し
し
に
、
女
流
の
演
説
は
最
と
珍
し
き
こ
と
な
れ

ば
我
れ
も
我
れ
も
と
詰
掛
け
聴
衆
凡
そ
八
百
計
も
あ
り
し
が
、
予
て
は
当
日
同
地
の
有
志
輩
と
共
に
演
説
を
為
さ
ん
と
二
三
日
前

よ
り
広
告
を
も
為
し
置
き
た
る
に
、
女
流
と
共
に
演
説
を
な
す
は
外
聞
悪
し
し
と
の
説
起
り
、
弁
士
等
は
俄
に
腹
痛
歯
痛
抔
と
称

し
演
説
を
断
り
し
か
ば
、
俊
女
は
早
く
も
之
を
覚
り
て
其
の
壇
上
に
登
り
本
題
を
演
ず
る
に
先
だ
ち
説
き
出
し
て
曰
く
、
今
日
の

演
説
は
当
地
の
有
志
諸
君
も
二
三
名
登
壇
す
べ
き
の
処
、
俄
に
病
気
の
趣
き
に
て
演
説
を
見
合
す
事
に
な
り
し
は
実
に
遺
憾
千
万
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な
り
、
さ
れ
ど
妾
の
臆
測
か
は
知
ら
ね
ど
是
は
必
意
妾
の
如
き
婦
女
子
と
歯よ
は
ひす

る
を
恥
づ
と
の
意
に
出
で
し
な
る
べ
し
、
果
た
し

て
然
り
と
せ
ん
か
識
者
を
し
て
之
を
評
せ
し
め
ば
却
っ
て
彼
の
諸
君
は
一
婦
人
に
歯
す
る
能
は
ず
と
の
嘲
笑
を
免
れ
ざ
る
ベ
し
、

妾
は
特
に
当
地
有
志
の
為
に
惜
ま
ざ
る
を
得
す
と
述
べ
、
夫
れ
よ
り
本
題
に
入
り
て
堂
々
と
論
弁
せ
し
に
満
場
ヒ
ヤ
ヒ
ヤ
の
声
湧

く
が
ご
と
く
」（「
朝
野
新
聞
」）
二
七
四
一
号　

一
八
八
二
、一
二
、六
）

　

以
上
、
岸
田
の
演
説
及
び
演
説
会
の
様
子
を
伝
え
る
記
事
を
列
記
し
た
。（
一
）
に
、
当
時
の
弁
士
の
評
判
に
つ
い
て
半
ば
専
門

的
に
扱
っ
た
書
物
か
ら
の
引
用
を
記
し
た
が
、
岸
田
は
、「
女
弁
士
」
す
な
わ
ち
女
性
の
演
説
家
と
し
て
は
突
出
し
た
存
在
で
あ
っ

た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
上
で
、（
二
）
以
下
に
新
聞
報
道
記
事
を
抄
出
し
た
。
こ
れ
ら
か
ら
新
聞
記
者
の
捉
え
方
、
又
記
事
を
通

し
て
聴
衆
が
岸
田
の
演
説
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

時
折
「
漢
語
め
き
て
」
聴
衆
に
十
分
の
理
解
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
場
合
も
あ
っ
た
り
、
岸
田
と
同
席
し
た
男
性
弁
士
を
挑

発
す
る
よ
う
な
言
動
も
見
ら
れ
る
な
ど
や
や
批
判
的
と
思
わ
れ
る
記
事
も
二
三
見
ら
れ
る
が
、
大
方
は
好
意
的
で
あ
り
、
岸
田
の
演

説
が
論
旨
明
快
、
言
語
明
瞭
、
爽
快
で
あ
り
堂
々
と
し
て
い
た
と
の
評
で
あ
る
。

　

当
時
、
岸
田
が
叫
ば
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
男
尊
女
卑
の
通
念
が
色
濃
く
残
っ
て
お
り
、
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
は

（
一
九
）
に
見
る
よ
う
な
状
況
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
男
性
弁
士
の
中
に
は
、
女
性
と
肩
を
並
べ
て
演
説
す
る
の
は
沽

券
に
関
わ
る
と
の
意
で
、
演
説
を
辞
す
場
合
も
見
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
見
方
を
変
え
れ
ば
岸
田
の
優
れ
た
演
説
に
は
太
刀

打
ち
で
き
な
い
と
い
う
男
性
の
思
い
、
岸
田
に
対
す
る
彼
ら
の
劣
等
意
識
の
裏
返
し
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
女
性
の
弁
士
が
珍
し
い

存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
岸
田
の
演
説
会
を
満
員
に
し
た
と
い
う
。
と
く
に
（
三
）
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
以
前
は
女
性
が
演
説
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会
に
出
向
く
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
が
、
岸
田
の
登
場
に
よ
り
、
女
性
は
勿
論
の
こ
と
、
全
体
に
傍
聴
者
が
増
加
し
た
こ
と
は
確

か
で
あ
っ
た
。
女
性
の
弁
士
が
珍
し
い
と
い
う
、
そ
の
珍
し
さ
を
差
し
引
い
て
も
、
掛
け
値
な
し
に
岸
田
の
演
説
内
容
・
表
現
方
法

と
も
に
群
を
抜
い
て
い
た
の
で
あ
り
、
岸
田
の
演
説
は
聴
衆
を
感
動
さ
せ
、
聴
衆
の
賛
同
と
称
賛
と
を
勝
ち
取
っ
て
い
っ
た
。

お
わ
り
に

　

民
権
家
岸
田
俊
子
と
「
女
大
学
」
と
の
関
係
を
中
心
に
聊
か
の
検
討
を
し
た
。
江
戸
時
代
の
社
会
を
、
女
性
た
ち
を
縛
り
続
け
て

き
た
「
女
大
学
」、
そ
こ
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
封
建
的
女
性
像
は
男
女
を
問
わ
ず
社
会
通
念
と
し
て
受
け
継
が
れ
そ
の
ま
ま
明
治

の
こ
の
時
期
の
社
会
を
覆
っ
て
い
た
。
そ
の
「
女
大
学
」
は
、
江
戸
期
を
通
じ
て
「
出
版
物
」
と
し
て
著
さ
れ
、
人
び
と
に
受
け
止

め
ら
れ
、
伝
達
さ
れ
続
け
て
き
た
。
そ
の
「
女
大
学
」
の
伝
達
の
さ
れ
方
が
、
岸
田
に
よ
っ
て
変
え
ら
れ
た
。「
出
版
物
」
と
い
う

伝
達
方
法
か
ら
「
演
説
」
と
い
う
方
法
に
。
こ
れ
が
、
本
稿
の
要
点
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
は
「
女
大
学
」
と
い
う
も
の
の
解
釈
に
つ
い
て
で
あ
る
。
岸
田
は
、
そ
の
「
女
大
学
」
の
底
に
流
れ
て
い
る
封
建
的
な

思
想
に
彩
ら
れ
た
女
性
像
に
異
を
唱
え
た
。
と
く
に
、「
三
従
の
道
」
に
体
現
さ
れ
て
い
る
女
性
へ
の
軛
に
大
き
な
疑
問
を
投
げ
か

け
た
。
こ
れ
ま
で
の
「
三
従
の
道
」
の
受
け
止
め
ら
れ
方
は
、
岸
田
に
云
わ
せ
れ
ば
間
違
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
誤
り
が
、
何
の

疑
問
も
抱
か
れ
る
こ
と
な
く
長
い
間
受
け
継
が
れ
、
習
慣
と
な
っ
て
き
た
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
習
慣
が
男

尊
女
卑
の
観
念
の
蔓
延
を
許
し
続
け
て
き
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
誤
っ
た
観
念
を
払
拭
す
る
為
に
は
誤
っ
た
教
育
、
と
り
わ
け
女

子
教
育
の
見
直
し
が
必
要
で
あ
っ
た
。
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そ
こ
で
、
岸
田
は
、「
女
大
学
」
の
基
調
を
な
す
「
三
従
の
道
」
の
意
味
の
捉
え
直
し
を
提
唱
し
た
。
す
な
わ
ち
、
親
・
夫
・
子

と
い
う
「
人
」
に
従
う
の
で
は
な
い
、
人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
分
に
ふ
さ
わ
し
い
「
道
」
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
「
道
」
に
従
う
べ

き
な
の
で
あ
る
と
い
う
具
合
に
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
従
来
の
観
念
に
凝
り
固
ま
っ
て
き
た
人
々
に
と
っ
て
は
直
ち
に
は
納
得
し
が

た
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
、
演
説
会
で
大
き
な
波
紋
を
呼
ん
だ
の
で
も
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
岸
田
は
、「
女
大
学
」
の
基
調
を
な
す
「
三
従
の
道
」
の
捉
え
方
を
否
定
し
つ
つ
も
「
女
大
学
」
そ
の
も
の
を
否
定
を

し
て
い
な
い
。
岸
田
に
と
っ
て
は
、「
女
大
学
」
に
も
充
分
に
有
用
な
部
分
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
道
徳
を
規
定
し
た
部
分
で
あ
る
。

教
育
は
、
単
な
る
知
識
の
授
受
だ
け
で
は
な
い
、
人
間
と
し
て
道
徳
面
も
身
に
つ
け
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
そ
の
た
め
に
は

「
女
大
学
」
は
充
分
に
有
効
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

　

最
後
に
な
っ
た
が
、
岸
田
は
、「
時
」
の
と
ら
え
方
に
敏
感
で
あ
っ
た
。
移
り
ゆ
く
新
し
い
社
会
に
向
け
て
、
旧
い
習
慣
を
捨
て

て
い
く
。
教
育
も
そ
う
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
成
長
し
て
い
く
子
ど
も
へ
の
教
育
は
、
そ
の
成
長
の
度
合
い
に
合
わ
せ
て
施

さ
れ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
姿
勢
を
も
つ
岸
田
は
、
自
ら
の
演
説
を
も
換
え
て
い
く
。
僅
か
二
年
の
演

説
活
動
に
の
み
絞
っ
て
み
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
間
に
岸
田
は
自
身
の
活
動
の
あ
り
方
を
変
え
て
い
っ
た
。
一
つ
は
、
政
談
演
説
か
ら

学
術
演
説
へ
の
転
換
、
岸
田
の
主
張
を
体
現
す
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
「
女
権
宣
言
」・「
女
権
拡
張
」
か
ら
「
女
子
教
育
」
へ
と
重
点
を

移
し
て
い
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
呼
び
か
け
の
対
象
を
年
少
者
へ
と
傾
斜
さ
せ
て
い
っ
て
い
る
こ
と
、
等
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
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〈
註
記
〉

（
註
一
）･
菅
野
則
子
「
女
大
学
考
」（『
女
大
学
資
料
集
成
』
別
巻
（
大
空
社　

二
〇
〇
六
所
収
）。
な
お
、「
女
大
学
」
と
は
、江
戸
時
代
中
期
以
降
、

広
く
普
及
し
た
女
子
教
訓
書
で
、
貝
原
益
軒
の
『
和
俗
童
子
訓
』
の
中
の
「
女
子
を
教
ゆ
る
法
」
か
ら
主
要
な
教
条
を
抄
出
し
ま
と
め
た

も
の
と
い
わ
れ
る
。
成
立
年
代
は
不
詳
だ
が
、
一
七
二
九
（
享
保
一
四
）
年
の
初
版
本
が
あ
る
。
本
書
で
は
徹
底
し
た
封
建
道
徳
が
説
か

れ
、
封
建
社
会
の
女
性
観
が
体
現
さ
れ
て
い
る
。

（
註
二
）･

鈴
木
裕
子
編
『
岸
田
俊
子
研
究
文
献
目
録
』（
湘
煙
選
集
四
）（
不
二
出
版　

一
九
八
六
）

（
註
三
）･

大
津
事
件
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
二
―
（
一
）（
二
）
で
述
べ
ら
れ
る
。

（
註
四
）･

新
聞
記
事
の
出
処
は
『
岸
田
俊
子
評
論
集
』（
湘
煙
選
集
一
）（
不
二
出
版　

一
九
八
五
）
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

（
註
五
）･

岸
田
が
岡
山
へ
出
向
く
き
っ
か
け
に
つ
い
て
は
、「
山
陽
新
報
」
九
五
六
号
（
一
八
八
二
、五
、九
）
お
よ
び
「
日
本
立
憲
政
党
新
聞
」

四
七
号
（
一
八
八
二
、五
、九
）
が
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
板
垣
退
助
が
岐
阜
で
の
演
説
会
の
帰
途
、
刺
客
に
襲
わ
れ

負
傷
し
た
と
き
、岸
田
は
母
と
共
に
板
垣
を
見
舞
っ
た
が
、そ
の
時
居
合
わ
せ
て
い
た
岡
山
の
自
由
党
員
竹
内
正
志
の
母
竹
内
ひ
さ
子（
寿
）

や
民
権
家
津
下
正
五
郎
の
妻
津
下
く
め
子
（
久
米
）
ら
に
伴
わ
れ
て
岡
山
に
出
向
い
た
。
竹
内
等
は
、
当
時
遠
近
に
名
を
と
ど
ろ
か
せ
て

い
た
岸
田
に
彼
女
た
ち
が
す
す
め
て
い
た
岡
山
女
子
懇
親
会
発
足
の
た
め
の
支
援
を
依
頼
し
た
の
で
あ
る
。
岡
山
に
出
向
い
た
岸
田
は
、

打
ち
合
わ
せ
を
し
た
所
で
一
旦
大
阪
に
戻
り
、
予
定
の
演
説
を
す
ま
せ
て
岡
山
に
出
直
し
て
い
る
。

･

　

な
お
、
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
岸
田
が
岡
山
で
の
何
回
か
の
講
演
を
終
え
て
去
っ
た
後
の
「
朝
日
新
聞
」（
九
八
一
号

一
八
八
二
、五
、三
一
）
の
報
道
記
事
に
み
る
上
森
の
発
言
で
あ
る
。
岸
田
が
帰
阪
し
た
後
、
上
森
操
が
会
員
一
同
に
代
わ
っ
て
岸
田
へ
の

礼
状
を
出
し
た
こ
と
を
告
げ
た
あ
と
で
「
日
本
古
代
の
事
蹟
を
証
憑
と
し
て
日
本
は
元
来
女（
マ
マ
）史
を
重
ん
ず
可
き
国
な
り
と
の
意
を
演
説
せ
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ら
れ
」
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
一
九
一
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
雑
誌
『
青
鞜
』
の
創
刊
を
か
ざ
っ
た
「
元
始
女
性
は
太
陽
で
あ
っ
た
」
の

言
葉
は
こ
の
辺
に
由
来
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

（
註
六
）･「
明
治
十
六
年
四
月
は
已
に
京
都
に
引
き
返
し
丹
波
の
各
地
方
を
巡
回
し
て
ゐ
ま
す
」
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
岸
田
は
各
地
を
巡

回
し
て
い
た
。（
相
馬
黒
光
『
復
刻
版　

明
治
初
期
の
三
女
性
』
四
七
頁　

不
二
出
版　

一
九
八
五
）

（
註
七
）･

前
掲
『
岸
田
俊
子
評
論
集
』
二
一
三
頁
。
な
お
「
興
行
（
業
）」
に
つ
い
て
は
別
途
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ち
な
み
に
、
演

説
会
の
時
の
服
装
に
つ
い
て
相
馬
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
大
阪
で
は
文
金
高
島
田
、
緋
縮
緬
の
着
物
に
黒
縮
緬
の
帯
と
い
ふ
芝

居
の
姫
君
の
や
う
な
濃
艶
な
姿
、
又
、
京
都
其
他
の
場
所
で
は
、
黒
、
白
、
赤
の
三
枚
重
ね
と
な
っ
て
ゐ
ま
す
が
、
其
の
土
地
の
風
俗
に

従
っ
て
服
装
を
換
へ
た
も
の
で
あ
り
ま
せ
う
」（
註
六
の
相
馬
前
掲
本　

四
九
頁
）。
こ
の
よ
う
な
「
芝
居
」
的
要
素
を
も
っ
た
演
説
会
の

あ
り
方
は
、
民
権
期
の
演
説
の
意
味
を
考
え
る
の
に
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
岸
田
が
ど
の
程
度
意
識
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
こ
こ
で

は
問
わ
な
い
が
、
後
述
す
る
よ
う
な
新
聞
報
道
な
ど
か
ら
も
、
岸
田
が
臨
む
演
説
は
一
種
「
芝
居
」
的
な
要
素
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て

い
た
と
い
え
る
。

（
註
八
）･

な
お
、
演
説
の
広
ま
り
に
つ
い
て
は
『
報
知
』（
一
八
七
九
、五
、二
八
）
の
社
説
「
演
説
之
盛
衰
」
が
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
明
治
の

新
し
い
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
の
演
説
は
急
速
に
普
及
し
て
い
く
。（
稲
田
雅
洋
著
『
自
由
民
権
の
文
化
史
』
筑
摩
書
房　

二
〇
〇
〇

　

二
四
七
頁
）

（
註
九
）･（
註
八
）
の
稲
田
前
掲
本　

二
五
八
頁
参
照
。
す
で
に
、
こ
れ
以
前
か
ら
演
説
は
人
び
と
の
心
を
と
ら
え
、
と
も
す
れ
ば
過
激
に
走
り

政
府
批
判
に
及
ぶ
こ
と
も
た
び
た
び
あ
っ
た
。
そ
れ
を
適
正
に
取
り
締
ま
る
規
制
が
な
か
っ
た
が
、引
用
し
た
よ
う
な
噂
は
流
れ
て
い
た
。

そ
の
後
、
一
八
七
八
年
七
月
一
七
日
に
、
い
わ
ば
演
説
を
規
制
す
る
法
令
と
し
て
「
太
政
官
布
告
第
二
九
号
」
が
出
さ
れ
る
。
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（
註
一
〇
）･「
京
都
絵
入
新
聞
」（
一
八
二
・
三
号
）　

一
八
八
三
、九
、二
九
・
三
〇
。
販
売
所
に
つ
い
て
は
「
通
券
売
捌
所　

寺
町
通
御
池
下
（
駸
々

堂
本
店
）・
寺
町
松
原
下
（
内
山
改
進
堂
）・
蛸
薬
師
寺
町
（
太
田
権
七
）・
仏
光
寺
東
洞
院
（
東
枝
吉
兵
衛
）・
新
京
極
四
条
上
（
上
仙
書

店
）・
三
条
小
橋
（
有
美
堂
）・
四
条
小
橋
角
（
梅
橋
堂
）・
七
条
停
車
場
（
野
間
金
生
堂
）」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
多
く
は
書
店

及
び
支
持
者
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
註
一
一
）･「
京
都
絵
入
新
聞
」（
一
八
六
号
）　

一
八
八
三
、一
〇
、四
。

（
註
一
二
）･（
註
一
一
）
に
同
じ
。
な
お
、
こ
の
と
き
の
様
子
を
「
自
由
新
聞
」（
三
七
三
号
）（
一
八
八
三
、一
〇
、四
）、
日
本
立
憲
政
党
新
聞
」

（
四
五
四
号
）（
一
八
八
三
、一
〇
、五
）
も
報
じ
て
い
る
。

（
註
一
三
）･「
日
本
立
憲
政
党
新
聞
」
四
六
二
号
（
一
八
八
三
、一
〇
、一
六
）

（
註
一
四
）･「
日
本
立
憲
政
党
新
聞
」
四
六
七
号
（
一
八
八
三
、一
〇
、二
三
）

（
註
一
五
）･「
日
本
立
憲
政
党
新
聞
」
四
一
六
号
所
収
の
「
岸
田
俊
女
言
渡
書
」（
前
掲
『
岸
田
俊
子
評
論
集
』　

二
一
〇
頁
）

（
註
一
六
）･『
岸
田
俊
子
評
論
集
』
二
一
三
頁
以
下
の
「
公
判
傍
聴
筆
記
」
参
照
。

（
註
一
七
）･（
註
一
六
）
の
三
三
頁
～

（
註
一
八
）･

江
戸
時
代
に
代
わ
っ
て
明
治
時
代
、
天
皇
を
中
心
と
し
た
近
代
国
家
と
な
っ
た
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
。

（
註
一
九
）･

明
治
一
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
函
入
娘
・
婚
姻
の
不
完
全
』
に
つ
い
て
相
馬
黒
光
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。「
当
時
ま
だ
少
女

の
域
を
脱
し
な
い
廿
一
歳
の
女
史
（
岸
田
俊
子
）
が
純
潔
無
垢
の
心
底
か
ら
迸
る
情
熱
を
以
て
旧
思
想
の
と
ら
は
れ
の
中
に
あ
る
女
性
の

た
め
に
覚
醒
の
烽
火
を
あ
げ
た
も
の
」。
そ
し
て
、
大
津
で
の
演
説
に
つ
い
て
は
「
大
津
に
於
け
る
演
説
は
こ
の
内
容
か
ら
脱
線
し
て
政

談
に
わ
た
り
問
題
と
な
り
ま
し
た
」
と
記
し
て
い
る
。（
註
六
）
前
掲
書　

一
二
七
頁
）
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（
註
二
〇
）･（
註
一
六
）
に
同
じ
。

（
註
二
一
）･

後
の
こ
と
に
な
る
が
、岸
田
は
、一
八
九
〇（
明
治
二
三
）年
一
〇
月
、巌
本
善
治
の
妹
香
芽
子（
亀
子
）が
木
村
駿
吉
と
結
婚
す
る
時
、

小
冊
子
を
書
き
贈
っ
て
い
る
。（
註
六
）
相
馬
前
掲
書
一
七
五
頁
）
そ
れ
は
、「
女
大
学
」
方
式
を
と
っ
て
、結
婚
す
る
女
性
の
心
得
を
綴
っ

た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
生
計
・
家
の
飾
り
・
人
の
来
り
し
時
・
料
理
・
奴
僕
を
使
ふ
に
は
・
衣
服
・
規
律
・
帰
り
来
り
し
時
の
項

を
も
う
け
、教
訓
め
い
た
事
柄
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
岸
田
が
描
く
女
性
像
は
「
女
大
学
」
に
み
ら
れ
る
も
の
と
は
異
な
る
け
れ
ど
も
、

岸
田
が
提
唱
す
る
女
が
守
る
べ
き
道
徳
や
規
律
な
ど
に
つ
い
て
は
「
女
大
学
」
の
そ
れ
と
通
じ
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。

（
註
二
二
）･（
註
六
）
前
掲
書
三
七
頁
～

（
註
二
三
）･

大
木
基
子
は
、
岸
田
は
「
女
大
学
」
以
来
の
教
え
を
一
八
〇
度
転
回
さ
せ
た
と
い
う
が
、（
大
木
前
掲
本　

一
一
三
頁
）、
筆
者
は

そ
う
し
た
立
場
に
は
立
っ
て
い
な
い
。

（
註
二
四
）･

大
津
で
の
演
説
「
函
入
娘
」
の
場
合
も
当
初
は
「
婚
姻
の
不
完
全
」
と
セ
ッ
ト
で
行
わ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
岸
田
の
体
調
が

不
調
で
あ
っ
た
の
で
前
者
の
み
で
、
後
者
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。「
婚
姻
の
不
完
全
」
の
大
要
は
、
婚
姻
に
際
し
て
貧
富
容
姿
を
事
前
に

調
べ
る
と
は
い
え
、
殆
ど
が
他
者
に
託
さ
れ
て
い
る
。
本
人
も
親
も
従
来
か
ら
の
悪
習
慣
で
他
人
任
せ
、
そ
の
た
め
に
終
生
の
基
礎
が
軽

視
さ
れ
る
こ
と
甚
だ
し
い
。
そ
れ
故
に
、
夫
妻
の
間
に
情
が
通
わ
な
か
っ
た
り
不
和
に
陥
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
た

め
も
あ
っ
て
子
供
の
教
育
に
も
充
分
に
意
が
注
が
れ
な
い
。
婚
姻
前
に
き
ち
ん
と
し
た
教
育
が
施
さ
れ
れ
ば
配
偶
者
選
び
も
他
者
を
煩
わ

せ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
註
二
五
）･

岡
山
地
方
遊
説
時
、
岸
田
の
影
響
を
強
く
受
け
た
も
の
の
代
表
に
福
田
英
子
（『
妾
の
半
生
涯
』　

岩
波
文
庫
）
が
い
る
が
、
ほ
か

に
内
弟
子
と
な
っ
た
者
た
ち
に
は
、
中
村
と
く
（
越
前
）・
富
永
ら
く
（
土
佐
）・
富
井
於
菟
（
播
磨
）・
太
刀
ふ
じ
（
大
和
）・
梁
瀬
涛
江
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（
丹
波
）
等
が
い
る
。

（
註
二
六
）･「
京
都
絵
入
新
聞
」（
一
八
六
・
一
八
七
号　

一
八
八
三
、一
〇
、四
・
五
）

（
註
二
七
）･「
熊
本
新
聞
」（
一
四
〇
八
号　

一
八
八
二
、一
一
、二
八
）　

な
お
同
一
一
月
二
六
日
に
福
富
座
で
行
わ
れ
た
岸
田
の
演
説
「
習
慣
論
」

は
、
習
慣
の
弊
害
を
説
き
こ
れ
は
教
育
の
弊
害
に
起
因
し
て
い
る
所
以
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、「
思
想
論
」
で
は
、
高
尚
な
思
想
は
自

由
を
欲
す
る
も
卑
下
な
思
想
は
圧
抑
を
好
む
と
い
っ
た
内
容
が
語
ら
れ
た
。（「
熊
本
新
聞
」（
一
三
八
九
号
一
八
八
二
、一
一
、三
）。
表
参

照
。
本
稿
の
三
―
（
二
）
―
ハ
参
照
。

（
註
二
八
）･

一
八
二
八
～
一
九
〇
四
。
一
八
七
五
年
、
熊
本
で
地
租
改
正
が
実
施
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
不
合
理
な
点
を
取
り
上
げ
、
免
訴
特
典

を
勝
ち
取
る
。
一
八
七
六
年
、
熊
本
県
民
会
議
員
に
選
出
さ
れ
る
。
熊
本
・
九
州
の
民
権
運
動
の
指
導
的
存
在
。

（
註
二
九
）･「
熊
本
新
聞
」　

一
四
一
四
号　

一
八
八
二
、一
二
、五

（
註
三
〇
）･

三
六
〇
一
号　

一
八
八
二
、一
二
、二
一

（
註
三
一
）･

岸
田
が
大
和
入
り
の
途
上
で
詠
ん
だ
漢
詩
の
前
書
き
に
「
一
月
十
日
与
太
刀
母
子
及
婢
出
浪
華
将
入
大
和
大
瀧
村
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
太
刀
が
「
母
娘
」
で
行
動
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。（『
文
献
目
録
』
四
〇
頁
）
岸
田
自
身
も
遊
説
時
、
ほ
と
ん
ど
母
と
行
動
を

共
に
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
母
の
竹
香
に
つ
い
て
の
検
討
を
要
す
る
が
、
こ
こ
で
は
指
摘
す
る
に
止
め
る
。（
註
六
）
相
馬

前
掲
本
参
照
。
ま
た
、
高
知
県
佐
古
郡
の
杉
村
雪
・
作
の
母
娘
の
場
合
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
よ
う
で
あ
る
。（
大
木
基
子
前
掲
書　

一
三
頁
）

（
註
三
二
）･『
岸
田
俊
子
評
論
集
』か
ら
の
引
用
。『
岸
田
俊
子
文
学
集
』（
不
二
出
版　

一
九
八
五
）に
は
現
物
の
図
版
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。な
お
、

岸
田
の
演
説
が
突
出
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
稲
田
雅
洋
『
自
由
民
権
の
文
化
史
』（
筑
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摩
書
房
二
〇
〇
〇　

二
九
四
頁
）
に
よ
る
と
栗
田
信
太
郎
著
述
『
明
治
演
説
評
判
記
』
に
五
〇
人
の
演
説
家
が
登
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ

を
み
る
と
、
当
時
の
演
説
家
は
基
本
的
に
は
新
聞
人
で
あ
り
、
弁
舌
ば
か
り
で
は
な
く
筆
の
立
つ
者
た
ち
で
あ
っ
た
と
い
う
。
実
は
、
こ

の
栗
田
が
掲
げ
た
五
〇
人
の
演
説
家
の
中
に
岸
田
俊
子
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
因
み
に
女
性
は
岸
田
一
人
で
あ
る
。
そ
し
て
栗
田
の
岸
田

評
が
本
文
引
用
の
（
一
）
で
あ
る
。

本
稿
は
二
〇
〇
七
年
三
月
に"K

ishida･T
oshiko･and･O

nna･daigaku"---in･the･Fem
ale･as･Subject･:･Reading･and･W

riting･in･Early･

m
odern･Japan---

と
し
て
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

T
he･center･for･Japanese･Studies･at･the･U

niversity･of･M
ichigan

よ
り
刊
行
の
予
定
で
あ
る
。･
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典　拠 備　　　考

'82.･3.31
'82.･4.･5
'82.･4.･9
'82.･4.14
'82.･4.21
'82.･4.28
'82.･5.･5
'82.･5.･9
'82.･5.23
'82.･5.26
'82.･5.31
〃
〃
'82.･6.･9

'82.･6.16

大阪での演説会は日本立憲政党の土居通豫らの主催　弁士 15 人
･･当初弁士 15 人の予定　板垣退助が岐阜で刺傷したため}中島信行以下数名が該地へ赴く。弁士 10 人
弁士･ 14 人
　〃･ 22 人　政談演説会
　〃･ 16 人
　〃･ 16 人　定期演説会
　〃･ 20 人　政談演説会}＊岡山の「おみやげ話」らしい。中止解散で空しく帰寓
弁士･ 15 人　大阪政談演説会
＊議論明快　雄弁滔々として聴衆を感動せしめる
弁士･ 5 人　政談演説会･ 盛会
･ ･ 盛会
弁士･ 13 人　大阪政談演説会

弁士･ 14 人　外ニ 2 人の学術上の演説あり

'82.･5.16
'82.･5.13
'82.･5.11,･13

'82.･5.14

･･女子懇親会　岸田外 26 女史}林包明・小林樟雄・山本の 3 氏も招聘される
弁士 6 人　政談演説会　通券 3 銭、時習社・弘文南社・毎日新聞社扱
＊これを聞いた景山英子奮発する　此時　林・小林ら一流の政客と共に弁ず
美作有志懇親会　同地の有志と共にする

'82.･6.22-24,27

'82.･6.30

'82.･7.26

･･政談演説会　外に前川利兵衛}＊国家顛覆論の如し、治安妨害と認められ、直ちに中止解散命ぜられる
翌日、警察署に呼び出される
＊＊これは止めとなる

政談演説会　中止解散命ぜられる
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地域 開催日 演説会場 岸田の演説の題目 典　拠
大阪 （1882年）

4 月 1 日
･ 4.･ 7

･ 4.･15
･ 4.･22
･ 4.･29
･ 5.･･6
･ 5.･20

･ 5.･27

･ 5.･28
･ 6.･･3
･ 6.･10

･ 6.･17

道頓堀朝日座

道頓堀戎座演劇場
　　　〃
新町高嶋座劇場
北区大江座劇場
道頓堀中の芝居

道頓堀中の演劇場

和泉国岸和田
岸和田近傍
道頓堀中の芝居

　　　〃

婦女ノ道
女子亦剛柔ヲ兼有セザル可ラズ

天は本と偏頗なき乎
天ハ本ト偏頗ナキ乎
切の一字誠に道に入るの門なり
夢の説
備前行相乗り船＊

外錦内腐論＊

失ひ易き者は夫れ機か
甘んず可らざるに甘んじ　安んず可ら）ざるに安んずるは女子の職に非らず

天為天也蓋労

「日本立憲政党新聞」15 号
〃　　　　18 号
〃　　　　22 号
〃　　　　26 号
〃　　　　32 号
〃　　　　38 号
〃　　　　44 号
〃　　　　56 号
〃　　　　59 号
〃　　　　62 号
〃　　　　63 号
〃　　　　63 号
〃　　　　63 号
〃　　　　71 号

〃　　　　77 号
岡山 （1882）

･ 5.･11

･ 5.･13
･ 5.･14
･ 5.･15

岡山区石関町水野
万吉方
岡山区東中山下心明座

美作魚町雀亭

「政府は人民の天、男は女の天」
「夢の話」＊「岡山県女子に告ぐ」}

「日本立憲政党新聞」･53 号
「山陽新報」960 号
「山陽新報」958･960 号

「山陽新報」961 号
四国 （1882）

･ 6.･23
･ 6.･24
･ 6.･25

（　　）

寺島藤美（見）座

讃州丸亀新堀の劇場

女子教育論
嗚呼嗚呼＊

嗚呼嗚呼＊＊

夢か夢か

「普通新聞」1805･07･09 号

「日本立憲政党新聞」89 号
「朝野新聞」2616 号
「自由新聞」4 号
「朝野新聞」2636 号

表．岸田俊子の演説
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典拠 備考

'82.･9.15
'82.10.31-11.2

'82.11.･3
'82.11.･5
'82.11.･8

'82.11.12

'82.11.23
'82.11.26
'82.12.･6
'82.11.18
'82.11.23

'82.11.29
'82.11.28

'82.12.･5

'82.11.･9

'82.12.21

学術演説会　「政談に渉りたる旨」　中止命ぜられる
東洋婦人の迷夢（まよい）を覚悟（さとり）せしめられる

学術演説会　国安に妨害ありとして中止解散を命じられたが、演了後のこと

　　　　　「岸田と改進党員との衝突あり」
三夜連続　「快爽なる演説会」

演説会
　〃

親睦会　来会者 26 人　岸田の演説に改進党員僻易する

懇親会　来会者 500 余名

学術演説会　弁士 4 人

親睦会　留別の演説会　会員諸氏も交々演説
学術演説会

学術演説会　年少者の演説あり

'83.9.29-30
,10.4

'83.10.･4
'83.10.･5
'83.10.･9

'83.11.16

'83.11.1,･20
'83.11.16-17

　「女子大演説会」（これ以前　丹波地方を巡回遊説）
　岸田の外　3 人の女性の演説あり}　　　　　･･太刀ふじ（大和の人）梁瀬涛江（丹波の人）中村徳子（越前の人）
　盛会　聴衆二千名

岸田の外　3 人の女性の演説あり

「学術演舌」

「我邦に於て婦人の言論に罪を得るは女史を以て嚆矢とす」

93115帝京史学第25号責了.indb   106 2010/02/16   20:27:45



－･107･－

地域 開催日 演説会場 岸田の演説の題目 典拠
九州 （1882）

･ 9.･13
･ 10.･30
･ 10.･31

･ 11.･･2

･ 11.･･5

･ 11.･･6
･ 11.･･8
･ 11.･13
･ ･ ～

･ 11.･15
･ 11.･16
･ 11.･21
･ 11.･22
･ 11.･26
･ 11.･28

･ 11.･29

･ 11.･30
･ 12.･･4
･ 12.･･5
･ 12.･

八幡町定小屋
堀川定席

区内草葉町福富座

八代紺屋町明辰定席

八代郡八代町
　〃　鏡町
･人吉町中川定川}
八代街頭定席
･宇土町}
読麻郡本山村興福寺
玉名郡小天村前田
案山子の別荘

･八代紺屋町明辰定席}
博多

「熊本賢媛来者に告」「行尸飯嚢
人所恥」「桑柳堅松亦精神矣」

「京都みやげ一片丹心在高雄山
裏楓一秋紫雲散天竺寺中花」

「習慣論」「思想論」

「婦者家之所由盛衰宜哉」
「今日行一難事、明日行一難事」

}

「富貴ハ断テ不知浮世也　唯古
ヲ墨守ス可カラズ」

「西海新聞」1270 号
「熊本新聞」1386 ～ 88 号

「熊本新聞」1389 号
「朝野新聞」2724 号
「熊本新聞」1392 号

「熊本新聞」1396 号

「紫溟新聞」55 号
「自由新聞」120 号
「朝野新聞」2741 号
「熊本新聞」1401 号
「　･〃･･　」1405 号

「紫溟新聞」58 号
「熊本新聞」1408 号

「熊本新聞」1414 号

「紫溟新報」480 号

「東京横浜毎日新聞」3601 号
京都 （1883）

･ 10.･ 2

･ 10.･12

（1884）
･ 1.･19
･ 1.･20
･ 2.･ 3

四条北演説劇場

大津四の宮の劇場

大和五条
〃
大和田原

「はこいり娘」「婚姻の不完全」＊

「函入娘」「婚姻の不完全」

「京都絵入新聞」
182･3･6･7 号

「自由新聞」373 号
「日本立憲政党新聞」454 号
「朝野新聞」2994 号
「日本立憲政党新聞」

462･3･7 号
「　　　〃　　　　」487 号
「自由新聞」

385･389･391･400･411 号
「朝野新聞」3013･3028 号
「京都絵入新聞」221･2 号

相馬黒光『明治初期の三女性』
　　　　〃
　　　　〃

93115帝京史学第25号責了.indb   107 2010/02/16   20:27:46




