
某
嬢
の
如
き
皆
狩
野
友
信
翁
の
門
に
贄
を
執
り
き
、
ヮ
氏
は
既
に
其
の
國
に

蹄
り
今
な
ほ
留
り
て
學
べ
る
中
に
て
は
ジ
ョ
七
フ
イ
ソ

、

ハ
イ
ド
嬢
尤
も
熱

心
に
て
此
に
二
年
餘
そ
の
進
歩
い
と
著
る
し
く
見
る
人
舌
を
捲
く
ば
か
り
な

る
が
狩
野
派
の
霊
を
學
ぶ
に
つ
け
て
も
肝
要
な
る
は
人
燈
の
寓
生
な
り
と
て

喬
き
の
日
そ
の
師
と
仰
く
友
信
翁
と
共
に
東
京
美
術
學
校
に
行
き
て
久
保
田

〔
撰
〕

校
長
に
逢
ひ
同
校
の
専
科
生
た
ら
む
こ
と
を
嘘
し
た
る
に
久
保
田
氏
も
大
に

そ
の
特
志
に
感
じ
て
之
を
許
せ
し
か
ば
嬢
の
悦
ぴ
喩
へ
ん
方
な
く
去
る
十
日

よ
り
日
々
同
校
に
通
ひ
つ

4

あ
り
と
い
ふ
外
國
の
婦
人
に
て
日
本
の
美
術

學
校
に
入
り
た
る
は
嬢
を
以
て
喘
矢
と
す
、
扱
て
嬢
は
雪
舟
を
享
拝
す
る
こ

と
太
だ
篤
く
古
今
第
一
の
霊
聖
と
稲
し
そ
の
典
型
に
入
ら
む
こ
と
を
の
み
努

〔
不
明
〕

め
業
成
り
て
本
國
に
蹄
る
上
は
水
墨
も
て
壁
聾
を
口
ら
む
と
語
れ
る
由
嬢

〔舟
ヵ
〕

に
し
て
怠
ら
ず
む
ば
米
國
の
女
雪
信
た
る
こ
と
ま
た
難
か
ら
ず
最
と
た
の

も
し
き
話
な
ら
ず
や

ジ
ョ
セ
フ
ィ
ン

・
ハ
イ
ド
に
次
い
で
明
治
三
十
七
年
に
は
や
は
り
ア
メ
リ
カ

人
女
性
マ
リ
ー

・
イ
ー
ス
ト
レ
ー
キ
が
西
洋
画
撰
科
に
入
学
し
、
同
三
十
八
年

以
降
明
治
期
末
ま
で
の
間
は
毎
年
二
、
三
名
の
外
国
人
が
入
学
し
て
い
る
。
こ

れ
を
国
別
に
見
る
と
清
国
人
が
一
番
多
く
、
次
い
で
ア
メ
リ
カ
と
韓
国

・
朝

鮮
、
イ
ン
ド
と
シ
ャ
ム
の
順
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
科
別
に
み
る
と
、
全
員

撰
科
に
入
学
し
て
お
り
、
専
攻
は
西
洋
画
が
特
別
に
多
く
、
次
い
で
漆
工
、
日

本
画
、
金
工
、
彫
刻
の
順
と
な
っ
て
い
る
。

朝
鮮
人
留
学
生
の
中
に
は
西
洋
画
科
を
首
席
で
卒
業
し
、
母
国
の
洋
画
興
隆

に
貢
献
し
た
金
観
鏑
の
よ
う
な
人
も
い
る
。
彼
は
大
正
五
年
撰
科
卒
業
で
、
卒

業
制
作
「
夕
ぐ
れ
」
と
自
画
像
を
提
出
し
、
九
十
五
点
の
最
高
得
点
で
異
彩
を

こ。
キ
ー

っ 放
ち
、
新
聞
に
と
り
上
げ
ら
れ
た
。

タ
イ
人
留
学
生
で
明
治
三
十
八
年
金
工
撰
科
に
入
っ
た
チ
ャ
ル
ソ

・
ス
ラ
ナ

ー
ト
と
漆
工
撰
科
に
入
っ
た
ポ
ソ
プ
ー

・
ワ
ナ
ー
ト
は
母
国
の
キ
ソ
グ
ス

・
カ

レ
ッ
ジ
卒
業
後
皇
后
の
命
令
で
留
学
し
た
も
の
で
、
と
も
に
本
校
を
卒
業
し
、

研
究
科
で
学
ん
で
帰
国
し
た
。
三
木
栄
川
の
報
告
（
『
東
京
美
術
学
校
校
友
会
月

報
』
第
十
六
巻
第
五
号
）
に
よ
れ
ば
チ
ャ
ル
ン
は
帰
国
後
年
と
と
も
に
昇
進
し
、

名
も
。
ヒ
ヤ

・
ト

ワ
ラ
ボ
デ
ィ
ー
と
変
わ
り
、
貴
族
階
級
の
う
ち
の
第
二
位
に
至

ボ
ン
プ
ー
（
三
木
は
「
ポ
ー
ン
」
と
記
し
て
い
る
。）
は
皇
族
出
身
で
中

佐
相
当
官
と
し
て
宮
内
省
に
勤
務
し
て
い
る
。
し
か
し
、

た
技
術
を
一
度
も
生
か
し
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
。

と
も
に
本
校
で
習
っ

⑥

ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
と
図
案
革
新
気
運
・
図
案
科
改
革

パ
リ
万
国
博
覧
会
を
見
物
し
た
日
本
の
美
術
家
た
ち
が
強
い
衝
撃
を
受
け
た

こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
当
時
の

。ハ
リ
は
ア
ー
ル

・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
の
全
盛
時
代

で
あ
り
、
博
覧
会
場
に
は
そ
う
し
た
製
品
が
示
威
的
に
展
示
さ
れ
て
い
た
か

ら
、
低
迷
を
続
け
て
い
た
自
国
の
図
案
な
い
し
工
芸
と
の
対
比
に
お
い
て
そ
の

新
鮮
さ
は
日
本
の
美
術
家
の
心
を
揺
さ
ぶ
る
に
十
分
の
迫
力
を
持
っ
て
い
た
。

そ
れ
以
前
は
純
粋
美
術
と
応
用
美
術
を
故
意
に
区
分
し
、
応
用
美
術
を
見
下
し

て
い
た
美
術
家
も
図
案
へ
の
関
心
を
強
め
、
彼
ら
が
帰
国
す
る
や
明
治
三
十
四

年
頃
か
ら
各
種
の
図
案
団
体
が
生
ま
れ
、
各
地
で
図
案
の
懸
賞
募
集
が
盛
ん
に

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
日
本
の
工
芸
は
、
応
用
美
術
と
い
う

語
が
示
す
よ
う
に
概
ね
絵
画
を
工
芸
図
案
に
応
用
し
て
精
巧
な
も
の
を
作
り
上

げ
る
こ
と
に
終
始
し
、
ま
た
本
校
の
図
案
科
に
お
い
て
は
、
本
来
は
創
造
の
た

め
の
古
典
研
究
で
あ
る
べ
き
筈
の
も
の
が
往
々
に
し
て
古
典
か
ら
の
借
用
と
な
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り
、
そ
れ
が
新
鮮
味
の
あ
る
図
案
の
制
作
を
妨
げ
て
い
た
が
、
こ
こ
に
漸
く
に

し
て
図
案
革
新
へ
の
気
運
が
生
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
気
運
に
つ
い

て
『
読

売
新
聞
』
（
明
治
三
十
五
年
一
月
四
日
）
は
次
の
よ
う
な
論
説
を
掲
げ
て
い
る
。

デ
ザ
イ
ソ
時
代
来
ら
ん
と
す

〔
版
〕

新
年
刊
行
の
新
聞
雑
誌
其
他
各
種
の
出
刷
物
を
見
る
に
、
例
の
ア
ー
ル
ヌ
ー

ヴ
ォ
ー
式
と
稲
へ
て
、
昨
年
以
来
流
行
を
始
め
た
る
聾
模
様
を
表
紙
其
他
に

刷
り
込
み
た
る
も
の
頗
る
多
き
を
加
へ
た
り
、

意
匠
の
新
新
に
し
て
箱
柄
の

注
意
を
惹
き
易
き
に
よ
る
べ
く
、
営
分
ハ
新
意
匠
と
し
て
之
よ
り
一
層
の
流

行
を
見
る
に
至
る
べ
き
ハ
疑
ふ
べ
か
ら
ず
、
亦
以
て
世
人
が
漸
<
-意
匠
な
る

も
の
に
意
を
留
む
る
に
至
り
し
を
見
る
べ
し
。

ア
ー
ル
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
式
ハ
佛
國
流
行
の
最
新
摸
傲
た
る
ハ
固
よ
り
言
ふ
ま
で

も
な
し
、
然
れ
ど
も
此
惹
匠
ハ
必
ず
し
も
佛
國
美
術
家
の
考
案
の
み
に
成
り

た
る
に
あ
ら
ず
、
此
か
る
式
ハ
我
國
に
於
て
も
往
時
光
琳
、乾
山
、抱
一
等
の

製
作
に
於
て
之
を
見
る
を
得
べ
く
、
寧
ろ
此
等
の
我
古
代
美
術
品
が
海
外
に

輸
出
せ
ら
れ
て
、
巧
惹
な
る
佛
人
の
寓
目
を
紐
、之
を
意
匠
の
材
料
と
し
て
妓

に
一
種
新
奇
の
ア
ー
ル
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
式
と
化
け
た
る
も
の
な
る
べ
し
と
の
説

員
に
近
き
が
如
し
、
此
＜
我
古
代
の
製
作
も
一
た
び
佛
人
の
意
匠
に
燭
る
れ

バ
、
忽
ち
新
奇
の
聾
風
と
な
る
、皆
意
匠
の
力
な
り
と
謂
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

登
営
に
ア
ー
ル
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
式
の
み
な
ら
ん
や
、
百
般
の
製
作
皆
意
匠
の
カ

を
候
ら
ざ
る
も
の
な
し
、
意
匠
の
力
を
俵
て
始
め
て
活
動
す
る
も
の
に
あ
ら

ざ
る
ハ
な
し
、
由
来
意
匠
と
し
い
ヘ
バ
、
世
人
ハ
箪
に
美
術
拉
に
美
術
工
藝

に
附
帯
し
た
る
も
の
と
思
惟
す
る
の
弊
あ
る
も
、
是
世
人
の
誤
解
な
り
、
意

匠
の
應
用
せ
ら
る
4
も
の
叉
應
用
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
ハ
決
し
て
美
術

品
若
く
ハ
美
術
工
藝
品
の
み
に
止
ま
ら
ず
、
凡
そ
千
種
萬
態
の
製
作
物
、
大

ハ
建
築
よ
り
小
ハ
日
用
の
品
に
至
る
ま
で
、
荀
く
も
嗜
好
に
投
じ
、
販
路
を

求
め
、
利
盆
を
博
せ
ん
と
欲
す
る
も
の
、
皆
悉
<
-
意
匠
の
力
に
頼
ら
ざ
る
能

は
ず
、
成
る
べ
く
人
の
注
意
を
惹
か
ん
と
す
る
、
成
る
べ
く
人
の
嗜
好
に
投

ぜ
ん
と
す
る
、
粧
飾
の
趣
味
、
質
用
の
便
利
、
成
る
べ
く
兼
ね
得
て
全
か
ら

し
め
ん
と
す
る
、
成
る
べ
く
僅
少
の
努
費
に
よ
り
成
る
べ
く
短
小
の
時
日
に

よ
り
成
る
べ
く
精
巧
に
し
て
成
る
べ
く
低
廉
な
る
製
作
を
出
さ
ん
と
す
る
、

凡
そ
是
等
如
何
な
る
製
作
に
従
事
す
る
者
も
必
ず
必
要
と
す
る
所
の
要
件
た

り
、
而
し
て
是
等
ハ
皆
一
に
意
匠
の
力
に
頼
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
意
匠
の
焚

逹
が
製
作
の
進
歩
と
相
待
た
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
や
言
は
ず
し
て
知
る
べ
し
、

然
る
に
我
日
本
に
於
て
ハ
従
来
意
匠
を
全
く
度
外
に
措
き
、
暗
闘
摸
索
以
て

諸
般
の
製
作
に
従
事
し
、
叉
従
事
し
つ

4
あ
る
ハ
一
大
鋏
黙
な
り
と
謂
は
ざ

る
べ
か
ら
ず
。

予
輩
を
し
て
忌
憚
な
く
言
は
し
む
れ
バ

、
日
本
の
製
作
に
ハ
意
匠
な
る
も
の

な
し
、
其
視
て
以
て
意
匠
と
す
る
所
の
も
の
ハ

、
唯
昔
よ
り
同
一
の
も
の
を

襲
踏
す
る
か
、
左
な
く
バ
多
少
の
嬰
改
を
加
ふ
る
の
み
に
て
陳
套
を
繰
返
ヘ

す
に
過
ぎ
ず
、
故
に
日
本
に
ハ
未
だ
以
て
意
匠
家
と
稲
す
る
に
足
る
べ
き
も

の
な
く
、
偶
ま
之
あ
る
も
祉
會
よ
り
厚
遇
せ
ら
れ
ず
、
殆
ん
ど
糊
口
に
窮
す

る
者
す
ら
な
き
に
あ
ら
ず
、
獣
米
諸
國
に
在
て
ハ
百
般
の
製
作
先
づ
重
き
を

意
匠
に
置
き
、

一
個
の
皿
に
も
必
ず
意
匠
あ
り
、

一
片
の
布
に
も
必
ず
意
匠

あ
り
、
現
に
前
年
の
巴
里
博
覧
會
に
て
ハ
鍋
の
意
匠
に
よ
り
て
金
牌
を
得
た

る
も
の
す
ら
あ
り
た
り
、
意
匠
の
重
ぜ
ら
る
A

こ
と
此
の
如
く
な
る
が
故

に
、
如
何
な
る
小
規
模
の
工
場
に
て
も
必
ず
圏
案
家
を
重
聘
せ
ざ
る
ハ
な
し

と
い
ふ
、
意
匠
な
き
我
製
作
を
以
て
欧
米
の
物
品
と
競
争
す
、
其
世
人
の
注
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心
を
惹
く
に
於
て
、
其
顧
客
の
嗜
好
に
投
ず
る
に
於
て
、
其
販
路
を
披
張
す

る
に
於
て
、
到
底
彼
の
敵
に
あ
ら
ざ
る
や
言
ふ
を
須
た
ざ
る
な
り
。

一
昨
年
の
巴
里
禅
覧
會
以
来
意
匠
岡
案
の
必
要
亦
漸
く
我
國
に
も
唱
道
せ
ら

れ
、
現
に
高
等
工
業
學
校
に
て
ハ
特
に
闘
案
科
を
設
筐
し
、
頃
日
又
閾
案
の

研
究
を
目
的
と
す
る
有
志
の
園
閤
新
に
創
設
せ
ら
る
4

あ
り
、
所
謂
デ
ザ
イ

ン
時
代
漸
く
将
に
来
ら
ん
と
す
、
思
ふ
に
今
後
意
匠
な
き
製
作
ハ
全
く
債
値

な
き
も
の
と
し
て
一
顧
に
だ
も
値
せ
ざ
る
日
の
到
来
す
る
其
れ
或
ひ
ハ
遠
き

に
あ
ら
ざ
る
べ
き
敗
、

一
言
以
て
世
人
の
注
意
を
促
す
。

正
木
直
彦
宛
福
地
復
一
書
簡
同
封
自
筆
履
歴

ア
ー
ル

・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
の
刺
激
を
受
け
て
帰
国
し
、
東
京
で
率
先
し
て
図
案

の
振
興
に
つ
と
め
た
の
は
福
地
復
一
（
天
香
）
で
あ
っ
た
。
福
地
は
本
書
第
一

巻
に
記
し
た
よ
う
に
、
明
治
二
十
九
年
本
校
図
案
科
初
代
教
授
と
な
っ
た
が
、

校
長
岡
倉
覚
三
と
対
立
し
て
辞
職
し
、
同
三
十
年
に
帝
国
図
案
社
を
設
立
し
て

各
種
図
案
の
注
文
に
応
じ
、

一
方
で
は
『
日
本
帝
国
美
術
略
史
』
（
仏
文
版
は

バ
リ
万
国
博
覧
会
の
際
に
配
布
さ
れ
、
邦
文
版
は
『
稿
本
日
本
帝
国
美
術
略
史
』
と
し

て
明
治
三
十
四
年
に
出
版
さ
れ
た
。）
の
編
纂
主
任
（
岡
倉
箕
一
ー一
の
後
任
）
を
つ
と
め

た
。
彼
は
。ハ
リ
万
国
博
の
際
に
は
農
商
務
省
臨
時
薄
覧
会
事
務
官
長
林
忠
正
に

随
行
渡
仏
し
、

『
日
本
帝
国
美
術
略
史
』
に
関
す
る
用
務
や
帝
国
博
物
館
命
令

に
よ
る
仏
英
主
要
博
物
館
組
織
管
理
法

・
列
品
分
類
陳
列
法
調
査
を
遂
行
す
る

傍
ら
、
装
飾
図
案
そ
の
他
美
術
上
の
研
究
を
遂
げ
、
参
考
資
料
を
多
数
持
ち
帰

り
、
そ
れ
ら
を
研
究
し
な
が
ら
図
案
の
制
作
を
試
み
た
（
本
学
芸
術
資
料
館
所
蔵

、
明
治
三
十
四
年
六
月
二
十
五
日

『東

京
日
日
新
聞
』
所
載
無
記
竜

（大
村
西
崖
）
著
「
芸
苑
饒
舌
』
）
。
帰
国
は
明
治
―
―
―

十
三
年
十
二
月
で
あ
る
が
、
翌
三
十
四
年
三
月
に
は
彼
は
風
月
堂
米
津
常
次
郎

目
録

・
版
画
』
所
載
）
は
そ
の

一
部
と
考
え
ら
れ
る
。
新
帰
朝
図
案
家
と
し
て
一
躍
有
名
に
な
っ
た
福
地
は
、

同
年
十
一
月
に
尾
崎
紅
葉
、
小
山
正
太
郎
、
福
井
江
亭
ら
と
日
本
図
案
会
を
創

立
し
、
盛
ん
に
図
案
展
覧
会
を
開
き
、
図
案
の
振
興
に
つ
と
め
た
。
同
会
は
福

地
が
死
去
し
た
明
治
四
十
二
年
頃
ま
で
活
発
な
活
動
を
続
け
、
そ
の
展
覧
会
に

は
坂
井
紅
児
、
十
二
町
貞
吉
、
沢
田
誠
一
郎
、
渡
辺
香
涯
、
結
城
素
明
そ
の
他

本
校
関
係
者
も
多
く
出
品
し
た
。

福
地
は
ア
ー
ル

・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
心
酔
者
と
看
倣
さ
れ
、

君
」
な
ど
と
呼
ば
れ
た
り
し
た
が
（
明
治
一二
十
六
年
六
月
三
日
『
都
新
闇
』
）
、

彼
が
新
聞
、
雑
誌
等
に
発
表
し
た
論
説
を
読
む
と
、
決
し
て
ア
ー
ル

・
ヌ
ー
ヴ

ォ
ー
模
倣
主
義
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
明
治
三
十
四
年
七
月

三
、
四
、
六
日
の
『
読
売
新
聞
』
に
連
載
さ
れ
た
「
装
飾
図
案
談
」
で
あ
る

が
、
福
地
は
ア
ー
ル

・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
に
つ
い
て
、
そ
の
起
裾
、
各
国
に
お
け
る

相
違
、
日
本
そ
の
他
の
意
匠
の
影
響
、
実
物
写
生
を
基
礎
と
し
て
い
る
こ
と
、

価
値
、
色
彩
の
妙
等
に
つ
い
て
述
べ

、
次
い
で
仏
国
の
意
匠
家
の
研
究
法
、
日

本
の
画
家
の
写
生
不
足
、
日
本
が
意
匠
流
行
の
親
と
な
る
ぺ
き
こ
と
、
建
築
上

福地復一 明治29年ころ

「
福
地
ア
ル
ヌ
ボ
ー

京
芸
術
大
学
芸
術
資
料
館
蔵
品

資
料
館
所
蔵
の
ア
ー
ル

・
ヌ

ー
ヴ
ォ
ー
の
ポ
ス
タ
ー
（
『東

と
と
も
に
、
パ
リ
か
ら
持
ち

帰
っ
た
美
術
品
、
工
芸
品
、

諸
種
の
印
刷
物
の
展
覧
会
を

開
き
、
ア
ー
ル

・
ヌ
ー
ヴ
ォ

ー
を
紹
介
し
た
。
本
学
芸
術
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の
ア
ー
ル

・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
と
鉄
骨
と
の
関
係
、
ビ
ン
グ
の
工
場
等
に
つ
い
て
論

じ
て
お
り
、
特
に
ア
ー
ル

・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
の
価
値
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
そ

れ
が
意
匠
と
し
て
優
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
意
匠
の
理
論
に
適
合
し
て
い
る

か
は
疑
問
で
あ
り
、
適
用
の
範
囲
も
限
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し

て
、
パ
リ
で
は
足
利
時
代
以
後
の
日
本
の
も
の
を
新
意
匠
の
材
料
に
し
て
い
る

が
、
日
本
の
図
案
家
は
む
し
ろ
優
れ
た
意
匠
を
多
く
含
む
足
利
以
前
の
も
の
を

研
究
し
、
最
新
式
意
匠
を
生
み
出
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

福
地
ら
の
日
本
図
案
会
と
は
別
に
、
明
治
三
十
四
年
九
月
に
は
創
設
後
間
も

な
い
東
京
高
等
工
業
学
校
（
校
長
手
島
精

一
）
工
業
図
案
科
の
関
係
者
や
本
校

の
関
係
者
が
中
心
と
な
っ
て
大
日
本
図
案
協
会
を
創
立
し
、
盛
ん
に
図
案
展
覧

会
を
開
き
、
機
関
誌
『
図
案
』
（
同
年
十
二
月
創
刊
）
を
発
行
し
た
。

一
方
、
京
都
で
は
明
治
三
十
四
年
三
月
、
京
都
市
立
美
術
工
芸
学
校
図
案
科

生
徒
の
図
案
展
に
中
沢
岩
太
が
。ハ
リ
か
ら
持
ち
帰
っ
た
新
図
案
が
展
示
さ
れ
、

注
目
を
集
め
た
。
ま
た
、
同
校
図
案
科
教
諭
の
神
坂
雪
佳
が
図
案
研
究
の
た
め

に
欧
州
に
派
遣
さ
れ
た
の
も
同
年
で
あ
る
。
翌
三
十
五
年
三
月
に
は
京
都
高
等

工
芸
学
校
が
新
設
さ
れ
、
中
沢
岩
太
が
校
長
に
就
任
し
、
同
年
八
月
に
は
フ
ラ

ソ
ス
留
学
か
ら
帰
国
し
た
浅
井
忠
が
こ
こ
に
赴
任
し
て
図
案
の
指
導
に
あ
た
っ

た
。
浅
井
は
ア
ー
ル

・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
を
和
風
化
し
て
陶
器
の
絵
付
を
試
み
る
な

ど
し
、
翌
三
十
六
年
に
は
神
坂
雪
佳
、
清
水
六
兵
衛
ら
と
と
も
に
「
遊
陶
國
」

（
園
長
中
沢
岩
太
）
を
設
立
。
ま
た
、
三
十
九
年
に
は
「
京
漆
園
」
の
設
立
に

尽
力
す
る
な
ど
、
京
都
で
新
し
い
デ
ザ
イ
ン
の
育
成
に
つ
と
め
た
。

こ
の
よ
う
に
明
治
三
十
四
年
に
は
ア
ー
ル

・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
の
剌
激
に
よ
る
図

案
革
新
の
動
き
が
活
発
化
す
る
が
、
こ
れ
を
本
校
に
限
っ
て
み
る
と
、
お
よ
そ

次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
黒
田
清
輝
は
既
述
の
よ
う
に
文
部
省
か
ら
美
術

に
関
す
る
制
度
や
絵
画
教
授
法
の
研
究
を
命
ぜ
ら
れ
て
フ
ラ
ソ
ス
ヘ
再
留
学
し

た
の
で
あ
る
が
、
序
で
に
東
宮
御
所
造
営
の
た
め
の
室
内
装
飾
の
取
調
べ
も
嘱

託
さ
れ
て
い
た
の
で
、
必
然
的
に
建
築
や
図
案
に
関
心
を
寄
せ
た
。
そ
の
点
に

『・心••-- ・・・・-炉・・-

： 舵臓仕桟皇乙磁

＂驀鎗＊・隷學亀轟葛竃

凜民富曇罵、鼻 永 伐 奪 ー ・ g• 
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つ
い
て
パ
リ
で
行
動
を
共
に
し
た
和
田
英
作
は
、

「
先
生
は
別
に
宮
内
省
か
ら

東
宮
御
造
螢
の
用
務
を
託
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
、
そ
の
方
面
の
人
々
、
つ
ま
り
建

築
家
や
デ
ザ
イ
ナ

ー
と

の
交
渉
が
随
分
忙
し
い
や
う
で
あ
り
ま
し
た
」
（
「
画

壇
の
四
十
年
、
足
跡
を
顧
み
て
」
《
三
十
八
》
昭
和
九
年
十
月
―
――
十
一
日
『
東

京
毎
夕

新
聞
』
）
と
記
し
て
い
る
。
黒
田
は
帰
国
後
、
恐
ら
く
そ
の
種
の
資
料
を
東
宮

御
所
御
造
営
局
に
提
出
し
た
に
違
い
な
い
。
彼
は
ほ
か
に
も
種
々
の
目
録
、
絵

は
が
き
、
書
物
な
ど
を
持
ち
帰
っ
た
様
子
で
、
そ
れ
ら
は
当
時
彼
の
も
と
に
寄

宿
し
て
い
た
杉
浦
非
水
（
明
治
三
十
四
年
本
校
日
本
画
選
科
卒
）
を
刺
激
し
て

デ
ザ
イ
ナ
ー
の
道
を
歩
ま
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
非
水
の
「
自
伝
六
十
年
」

（
『
広
告
界
』
昭
和
十
年
）
を
読
む
と
、
彼
が
一
人
立
ち
す
る
ま
で
に
黒
田
の
バ

ッ
ク
ア
ッ
プ
が
大
き
く
作
用
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
非
水
は
明
治
三
十

四
年
の
白
馬
会
展
覧
会
の
際
は
会
場
の
外
観
が
「
五
彩
絢
爛
た
る
純
ア
ー
ル

・

ヌ
ー
ボ
ー
式
」
に
飾
ら
れ
、
自
分
も
ア

ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
式
図
案
の
大
作
を

出
品
し
た
が
、
こ
れ
に
は
黒
田
も
大
賛
成
で
、
サ
イ
ン
の
入
れ
所
ま
で
配
慮
し

て
く
れ
た
と
も
言
っ
て
い
る
。

黒
田
の
帰
国
は
明
治
三
十
四
年
五
月
で
、
次
い
で
岡
田
三
郎
助
が
翌
三
十
五

年
一
月
に
、
和
田
英
作
が
同
三
十
六
年
七
月
に
留
学
か
ら
帰
国
し
て
い
る
。
岡

田
の
場
合
は
パ
リ
で
図
案
と
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
持
っ
た
か
不
明
で
あ
る

が
、
帰
国
後
の
彼
の
本
校
に
お
け
る
ポ
ス
ト
は
図
案
科
教
授
で
あ
り
、
ま
た
、

終
生
工
芸
や
図
案
の
振
興
に
尽
く
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
恐
ら
く
普
通
以
上

に
図
案
へ
の
関
心
は
深
く
、
パ
リ
か
ら
持
ち
帰
っ
た
資
料
も
多
か
っ
た
に
違
い

な
い
と
思
わ
れ
る
。コ

ラ
ロ
ッ
シ
ニ
入
學

ラ
フ
ァ
エ
ル

、

和
田
英
作
の
場
合
は
履
歴
書
（
本
学
蔵
）
に
「
〔
明
治
三
十
三
年
〕
三
月
ョ
リ

ア
カ
デ
ミ
ー
、

コ
ラ
ン

ク
ー
ル
ト
ア

雨
氏
二
就
キ
木
炭
聾
及
油
甕
ヲ
修
業
ジ
叉
ュ
ウ
ジ
ェ
ー
ヌ

、
グ
ラ
ッ
セ
氏
二
就

キ
装
飾
美
術
修
業
」
と
あ
り
、
ま
た
、

『
美
術
新
報
』
第
二
巻
第
十
号
（
明
治

―――
十
六
年
八
月
五
日
）
に
は
「

0
和
田
英
作
氏
の
蹄
朝
文
部
省
留
學
生
と
し
て

佛
國
巴
里
に
遊
學
せ
し
洋
甕
家
和
田
英
作
氏
は
去
月
十
五
日
蹄
朝
せ
し
が
氏
は

巴
里
グ
ラ
ッ
セ
氏
の
門
に
入
り
昨
年
七
月
迄
ア
ー
ル

、
デ
コ
ラ
チ
ー
フ
（
装
飾

意
匠
）
を
妍
究
し
其
後
は
ル
ー
ブ
ル

、
ル
ユ
ク
サ
ソ
ブ
ー
ル
等
の
博
物
館
美
術

館
に
て
古
名
霊
の
模
窟
を
な
し
去
る
一
月
よ
り
五
月
迄
伊
太
利
に
遊
び
古
名
作

の
研
究
モ
ザ
イ
ク
の
調
査
を
な
し
A

由
に
て
古
名
甕
の
模
窓
及
び
装
飾
に
開
す

る
圏
案
等
を
齋
し
蹄
り
た
り
と
」
と
も
記
さ
れ
て
お
り
、
彼
が
ア
ー
ル

・
ヌ
ー

ヴ
ォ
ー
の
代
表
的
作
家
の
一
人
で
あ
る
グ
ラ
ッ
セ

(
E
u
g
g
e

G
r
a
s
s
e
t
 1
8
4
1
1
 

1
9
1
7
)

に
年
叩
古
手
し
た
こ
と
や
、
図
案
等
を
持
ち
帰
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
は

帰
国
の
約
三
ヶ
月
後
に
は
西
洋
画
科
教
授
に
就
任
し
、
図
案
科
に
は
直
接
関
与

し
な
か
っ
た
が
、
図
案
に
対
し
て
は
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
持
っ
て
い
た
。

彼
ら
の
帰
国
は
前
述
の
よ
う
な
一
般
の
図
案
革
新
気
運
と
相
侯
っ
て
本
校
内

部
に
も
図
案
振
興
、
あ
る
い
は
図
案
科
改
革
の
動
き
を
呼
び
起
こ
し
た
。
明
治

三
十
五
年
七
月
二
十
五
日
発
行
の
『
図
按
』
第
五
号
は

東
京
美
術
學
校
に
て
は
過
般
よ
り
綸
霊
科
生
徒
全
證
に
圏
案
を
科
し
た
る
が

好
果
を
得
た
れ
ば
今
秋
始
業
の
期
よ
り
大
に
圏
案
の
時
間
を
多
く
し
盆
々
焚

逹
を
計
る
計
霊
あ
り
と
ぞ

と
、
新
し
い
気
運
の
到
来
を
報
じ
て
い
る
。
ま
た
、
校
長
の
正
木
直
彦
に
し
て

か
ら
が
、
ア
ー
ル

・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
の
隆
盛
を
目
撃
し
て
帰
国
し
た
た
め
か
、
こ

の
問
題
に
は
非
常
に
積
極
的
で
あ
っ
た
。
次
の
記
事
が
示
す
よ
う
に
彼
は
ボ
ケ
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る。

岡
案
は
三
十
五
年

一
月
十
一
日
午
後
三
時
迄
に
庶
務
掛
に
差
出
す
ぺ
し

圏
案
用
紙
は
美
濃
紙
大
に
て
紙
質
は
随
意
た
る
べ
し

一
人
に
て

一
部
又
は
全
部
を
考
案
す
る
こ
と
素
よ
り
妨
な
し

甲
乙
丙
は
各
一
様
の
圏
案
に
て
足
る

井
褒
賞
は
別
様
の
園
案
を
要
す

但
し
表
裏
の
圏
を
要
す

岡
案
の
趣
向
に
は
穂
裁
殿
下
の
御
肖
像
を
用
う
る
こ
と
は
許
可
な
し

紋
章
は
差
支
な
し

丁
｛
虹
”
の
賞
證
｝
大
さ
美
浪
紙
大

〔
マ
マ
〕

丙
芦
紀
念
賞
牌
（
銀
反
銅
製
の

二
種
）
大
さ
前
項
に
同
じ

ロ
一
等
賞
牌
（
銀
製
）

乙
二
等
賞
牌
（
朧
銀
製
）
大
さ
前
項
に
同
じ

三
等
賞
牌
（
銅
製
）

名
咎
賞
牌
（
金
銀
の

二
種
）
回
形
直
径

一
寸
八
分

i

但
製
圏
は
四
倍
大
即
直
径
七
寸
二
分

甲

但
御

丁
は
賞
證

正
木
美
術
學
校
長
の
圏
案
奨
勘

東
京
美
術
學
校
長
正
木
直
彦
氏
は
、
近
頃
圏
案
奨
動
の
目
的
よ
り
、

で
、
懸
賞
課
題
を
出
し
、
同
校
内
職
員
生
徒
に
限
つ
て
、
考

案

さ

せ

て

居

る
。
さ
て
、
そ
の
第
一
回
の
課
題
は
「
菊
」
と
い
ふ
の
で
、
應
募
圏
案
の
中
、

優
等
と
認
ら
れ
た
の
は
即
ち
本
紙
前
項
に
掲
げ
た
も
の
で
あ
る
。
紹
い
て
其

第
二
回
課
題
に
接
し
た
が
、
そ
れ
は
第
五
回
内
國
勘
業
博
覧
會
に
於
て
授
典

す
る
賞
牌
、
賞
證
、
井
に
褒
状
等
の
圏
案
で
、
そ
の
種
類
項
目
は
左
の
通
り

で
あ
る
。

自

費

ッ
ト
マ
ネ

ー
で
懸
賞
図
案
募
集
を
行
う
な
ど
し
て
図
案
振
興
に
一
役
買
っ
て
い

に
あ
ら
ず

岡
案
用
紙
に
は
姓
名
を
表
す
べ
き
文
字
を
記
入
す
べ
か
ら
ず

三
十
五
年

一
月
十
八
日
結
果
を
獲
表
し
同
時
に
賞
金
を
賂
興
す

懇
賞
金
は
甲
乙
丙
丁
共
各
項
一
等
二
等
に
分
ち
一
等
金
拾
圃
二
等
金
五
園
を

贈
興
す
ぺ
し

職
員
諸
君
よ
り
も
閾
案
を
提
出
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
笙
む

但
し
審
査
す
る
限

審
査
結
了
の
後
應
募
圏
案
全
部
井
職
員
提
出
の
分
と
も
併
せ
て
農
商
務
省
に

提
出
し
同
省
の
採
用
す
る
所
と
な
り
て
確
定
し
た
る
岡
案
に
は
各
項
に
就
き

別
に
相
営
の
金
圃
を
賑
典
す
べ
し

従
来
の
薄
梵
會
に
授
典
せ
ら
れ
た
る
賞
牌
及
褒
状
等
の
見
本
は
参
考
の
為
め

文
庫
に
備
置
き
た
れ
ば
就
て
参
看
せ
ら
る
ぺ
し

應
券
園
案
は
総
て
返
付
せ
ず

（
『
図
按
』
第
一
号
。
明
治
三
十
四
年
十
二
月
三
十
日
）

こ
の
よ
う
な
動
き
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
図
案
科
に
も
及
び
、
指
導
体
制
の

刷
新
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
明
治
三
十
三
、
三
十
四
年
当
時
の
図
案
科

は
東
京
美
術
学
校
本
館
裏
手
北
西
方
向
に
あ
っ
た
孤
立
し
た
一
棟
に
あ
り
、
一

階
の
畳
敷
教
室
が
工
芸
図
案
に
、
二
階
の
洋
室
が
建
築
図
案
の
教
室
に
充
て
ら

れ
て
い
た
。
大
正
三
年
実
施
の
図
案
科
二
部
制
の
原
形
で
あ
る
こ
の
教
室
区
分

は
、
大
沢
三
之
助
が
起
用
さ
れ
た
明
治
三
十
年
に
で
き
た
と
さ
れ
る
（
「
図
案

科
の
回
顧
」
大
沢
三
之
助
。

『
東
京
美
術
学
校
校
友
会
雑
誌
』
第
十
九
号
。

昭
和
十
五

年
十
月
）
。
工
芸
図
案
の
教
室
は
今
泉
雄
作
、
川
崎
千
虎
、

島
田
友
春
、

高
屋

肖
哲
、
河
辺
正
夫
が
指
導
し
、
建
築
図
案
の
教
室
は
武
田
五
一
が
指
導
し
て
い

た
。

こ
の
う
ち
河
辺
の
み
は
図
案
科
の
卒
業
生
（
明
治
三
十
二
年
）
で
あ
っ
た
。

こ
の
指
導
体
制
は
明
治
三
十
四
、
三
十
五
年
に
一
新
さ
れ
、
工
芸
図
案
の
教
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師
は
河
辺
を
残
し
て
全
員
辞
任
し
、
新
た
に
島
田
佳
突
が
教
授
に
就
任
し
た
。

島
田
は
絵
画
科
（
日
本
画
）
を
明
治
二
十
七
年
二
月
に
卒
業
し
、
東
京
高
等
工

業
学
校
図
案
科
助
教
授
を
つ
と
め
て
い
た
図
案
家
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
フ
ラ
ン

ス
留
学
か
ら
帰
国
し
た
ば
か
り
の
岡
田
三
郎
助
が
教
授
と
し
て
加
わ
っ
た
。
建

築
図
案
の
教
室
は
河
辺
と
同
期
図
案
科
卒
業
の
千
頭
庸
哉
が
助
教
授
と
し
て
起

用
さ
れ
、
武
田
五
一
が
留
学
の
た
め
辞
職
し
て
大
沢
三
之
助
が
教
授
と
し
て
再

起
用
さ
れ
た
。
こ
の
人
事
に
は
学
校
当
局
の
図
案
教
育
刷
新
拡
充
の
意
図
が
よ

く
現
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
小
場
恒
吉
の
「
図
案
科
思
ひ
出
」

(99
頁
）
な
ど
に
よ
れ
ば
、
新
し
い
西
洋
図
案
の
導
入
に
よ
る
教
育
の
大
改
革

を
期
待
し
て
い
た
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
は
、
こ
の
改
革
も
姑
息
な
も
の
で
し
か

な
か
っ
た
よ
う
だ
。

明
治
三
十
年
代
の
『
東
京
美
術
学
校
校
友
会
月
報
』
に
は
本
校
内
外
の
懸
賞

図
案
募
集
の
記
事
が
頻
繁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
高
賞
を
さ
ら
っ
た

の
は
図
案
科
生
徒
沢
田
誠
一
郎
と
十
二
町
貞
吉
で
、
と
も
に
明
治
三
十
八
年
に

卒
業
。
十
二

町
は
富
山
県
工
芸
学
校
へ
赴
任
し
、
大
正
八
年
死
去
。
沢
田
は
郷

里
の
京
都
へ
戻
り
、
陶
芸
家
沢
田
宗
山
と
な
っ
た
。

山
田
鬼
斎
死
去

⑦
 

明
治
三
十
四
年
二
月
二
十
日
、
彫
刻
科
教
授
山
田
鬼
斎
が
病
死
し
た
。
享
年

三
十
八
。
二
十
二
日
、
浅
草
吉
野
町
光
照
院
で
葬
儀
が
行
わ
れ
た
。
鬼
斎
は
木

彫
部
に
お
い
て
木
彫
の
ほ
か
に
塑
造
に
よ
る
人
体
研
究
の
指
導
に
あ
た
っ
た

(
11
頁
高
村
光
太
郎
の
回
想
記
参
照
）
。
夫
人
蝶
子
は
岡
倉
覚
三
の
妹
で
あ
っ

こ。
キー

⑧

学
生
生
活

美

術

學

校

生

活

辻

永

中
學
校
を
出
て
美
術
學
校
に
入
っ
た
の
は
、
明
治
舟
四
年
の
春
で
、
正
式
に

洋
霊
の
課
程
を
修
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
田
舎
（
水
戸
）
に
ゐ
た
。
中
學

校
の
固
霊
の
数
師
は
丹
羽
林
平
氏
〔
明
治
三
十
一
年
西
洋
画
科
卒
〕
で
あ
っ

た
。
白
馬
會
の
會
員
で
小
林
萬
吾
氏
、
白
瀧
〔
幾
之
助
〕
氏
、
湯
浅
〔
一
郎
〕

氏
逹
の
仲
間
だ
っ
た
の
で
す
。
私
は
聾
家
に
成
る
氣
で
、
其
の
聾
の
先
生
の
所

に
ゐ
ま
し
た
。
ほ
ん
と
う
の
油
箱
を
見
た
の
は
、
其
の
先
生
の
が
初
め
て
で
、

今
で
も
記
憶
し
て
ゐ
る
の
は
、
其
の
丹
材
さ
ん
が
横
濱
の
原
善
三
郎
氏
の
大
き

い
肖
像
を
描
い
て
ゐ
た
。
そ
れ
を
見
て
非
常
に
感
心
し
た
。
（
恰
度
世
二
、
三
年

の
頃
）
自
分
も
あ
ん
な
聾
を
い
つ
に
な
っ
た
ら
描
け
る
か
只
感
心
し
て
ゐ
る
ば

か
り
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
ま
あ
そ
の
先
生
の
油
箱
具
を
借
り
て
、
中
學
校
の
庭

か
ら
筑
波
山
を
、
一

、
二
度
描
い
た
。
そ
れ
が
私
が
初
め
て
油
籍
具
を
使
ふ
初

め
で
あ
る
。
自
分
も
珍
し
か
っ
た
し
、
そ
の
頃
の
學
生
に
限
ら
ず
、
と
に
か
く

珍
し
い
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
丹
羽
と
い
ふ
人
は
割
合
に
不
遇
で
、
先
年
な
く
な

っ
た
が
、
風
裁
が
＿艮
い
人
で
、
そ
れ
は
餘
談
だ
が
、
女
の
人
に
さ
わ
が
れ
な
ん

ど
し
て
ゐ
た
の
も
、
原
因
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
私
が
丹
利
さ
ん
の
家
に
ゐ

る
頃
、
そ
の
お
母
さ
ん
が
、
學
校
を
出
て
も
決
し
て
ヱ
カ
キ
な
ん
て
な
る
の
を

お
よ
し
な
さ
い
と
、
し
き
り
に
言
は
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

．．． 

學
校
の
教
材
と
し
て
古
事
記
と
い
ふ
題
で
、
何
か
書
け
と
言
は
れ
た
事
が
あ

・

・

・

〔
だ
〕

り
ま
し
た
。
そ
の
時
私
は
例
の
コ
ジ
キ
た
と
思
っ
て
、
巖
窟
に
乞
食
が
ゐ
る
所

を
窯
生
し
て
大
笑
ひ
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

今
で
こ
そ
中
學
生
が
油
箱
を
描
い
て
も
珍
し
く
な
い
が
、
と
に
か
く
今
か
ら

舟
年
近
く
前
の
こ
と
で
す
か
ら
、
水
彩
綸
具
を
使
ふ
こ
と
さ
へ
も
容
易
で
な
か
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