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教
室
で
読
む
吉
橋
通
夫
「
さ
ん
ち
き
」

―
衝
撃
的
結
末
の
そ
の
後
は
絶
望
か
希
望
か

―

堀　

口　

勝　

裕

〇　

は
じ
め
に

　

吉
橋
通
夫
「
さ
ん
ち
き
」
は
短
編
集
『
京
の
か
ざ
ぐ
る
ま
』（
岩
崎
書
店
、
一
九
八
八
年
六
月
、
二
六
頁
―
四
二
頁
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。

一
九
九
三
年
に
は
東
京
書
籍
『
新
し
い
国
語
１
』
に
採
録
さ
れ
、
そ
れ
以
降
、
現
在
に
至
る
ま
で
三
〇
年
近
く
の
長
き
に
わ
た
っ
て
多
く
の
中
学
一
年
生
が

国
語
の
授
業
の
中
で
こ
の
作
品
を
読
ん
で
い
る
。

　

そ
ん
な
「
さ
ん
ち
き
」
の
主
題
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
教
師
用
指
導
書
（
二
〇
一
六
）
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

 （
こ
の
作
品
の
テ
ー
マ
の
）
一
つ
は
、
三
吉
の
生
き
方
に
対
す
る
考
え
の
変
化
で
あ
る
。
半
人
前
の
三
吉
が
親
方
か
ら
初
め
て
任
さ
れ
た
仕
事
は
、
一
本
の

車
の
矢
を
作
る
こ
と
だ
っ
た
。
名
前
の
彫
り
込
み
を
間
違
え
た
り
も
す
る
慌
て
者
だ
が
、
親
方
は
必
死
で
作
っ
た
三
吉
を
認
め
、
職
人
の
心
構
え
と
と
も

に
、
自
分
た
ち
の
仕
事
の
す
ば
ら
し
さ
や
三
吉
の
輝
か
し
い
未
来
を
語
っ
て
聞
か
せ
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
三
吉
は
、
車
大
工
と
し
て
の
自
覚
と
未
来
へ
の

希
望
を
明
確
に
す
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
渡
邉
美
雄
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

 　

子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
幕
末
と
い
う
時
代
に
対
す
る
戸
惑
い
は
あ
る
が
、
自
分
た
ち
と
同
じ
年
頃
の
三
吉
が
失
敗
を
通
し
て
、
自
ら
の
生
き
る
進
路

を
見
つ
け
る
と
い
う
筋
立
て
は
興
味
深
く
読
め
る
 *1

。
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さ
ら
に
、『
京
の
か
ざ
ぐ
る
ま
』
の
解
説
に
お
い
て
後
藤
竜
二
も
、
こ
の
短
編
集
の
主
人
公
に
共
通
す
る
要
素
と
し
て
、「
人
と
し
て
生
き
ぬ
こ
う
と
す
る

強
い
意
志
と
、
ゆ
る
ぎ
な
い
人
間
信
頼
の
情
が
あ
ふ
れ
て
い
」
る
こ
と
、「
無
残
な
事
件
が
相
次
ぎ
、
世
の
中
が
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
、
何
を
信
じ
れ
ば
い

い
の
か
も
わ
か
ら
な
い
。
そ
ん
な
乱
れ
切
っ
た
世
の
中
で
、
な
お
、
凛
と
し
て
生
き
ぬ
こ
う
と
す
る
人
々
の
姿
が
、
と
て
も
あ
ざ
や
か
に
描
か
れ
て
い
」
る

こ
と
を
指
摘
し
、
主
人
公
た
ち
が
「
自
分
の
手
で
さ
わ
っ
て
た
し
か
め
ら
れ
る
仕
事
を
通
じ
て
、
人
と
交
わ
り
、
自
分
を
見
つ
め
て
、
生
き
ぬ
く
力
を
育
ん

で
い
」
く
と
記
し
て
い
る
 *2

。

　

こ
れ
ら
の
評
価
を
見
る
と
、「
さ
ん
ち
き
」
は
三
吉
の
成
長
を
め
ぐ
る
物
語
、
い
わ
ゆ
る
成
長
譚
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
指
導
書

に
「
生
徒
は
三
吉
と
同
年
代
で
あ
る
。
時
代
は
違
っ
て
も
三
吉
の
人
間
味
あ
ふ
れ
る
言
動
に
共
感
し
、
優
れ
た
車
大
工
『
さ
ん
ち
き
』
に
な
ろ
う
と
決
心
す

る
彼
の
姿
か
ら
は
、
今
後
の
生
き
方
を
考
え
る
契
機
を
得
る
に
ち
が
い
な
い
」
と
あ
る
が
、
主
人
公
の
三
吉
に
生
徒
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
自
分
を
重
ね
合
わ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
幕
末
同
様
、
先
行
き
不
透
明
な
現
代
社
会
を
力
強
く
生
き
抜
い
て
い
く
力
を
身
に
つ
け
て
ほ
し
い
。
そ
ん
な
道
徳
的
と
も
言
え
る
願

い
が
、
こ
の
作
品
を
教
科
書
に
掲
載
す
る
推
進
力
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

た
し
か
に
「
さ
ん
ち
き
」
は
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
事
柄
だ
け
を
捉
え
て
解
釈
す
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
を
担
う
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
、
理
想
的
な
教

材
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
つ
も
な
ら
親
方
の
言
う
こ
と
を
「
半
分
も
聞
い
て
い
な
」
か
っ
た
不
真
面
目
な
三
吉
が
、
車
の
製
作
を
通
じ
て
職
人
と
し

て
の
心
構
え
を
諳
ん
じ
、
つ
い
に
は
「
さ
ん
ち
き
は
、
き
っ
と
ウ
デ
の
え
え
車
大
工
に
な
る
で
」
と
宣
言
し
て
幕
を
下
ろ
す
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
さ
に
そ
れ

は
理
想
的
な
成
長
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
作
中
に
「
物
騒
だ
」
と
い
う
言
葉
が
頻
出
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
「
こ
の
ご
ろ
、
京
都
の
夜
は
こ
わ
い
」
と
幕
末
の
京
都
中
心
部
の
歴
史
的
な

背
景
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
三
吉
を
物
語
の
世
界
に
閉
じ
込
め
た
ま
ま
、
そ
の
成
長
を
言
祝
い
で
い
て
良
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
作
品
を

史
実
か
ら
切
り
離
し
、︿
閉
じ
ら
れ
た
世
界
﹀
と
し
て
読
む
こ
と
は
必
ず
し
も
適
切
な
読
解
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
三
吉
の
存
在

を
史
実
の
中
に
位
置
づ
け
、︿
開
か
れ
た
世
界
﹀
に
存
在
す
る
一
人
の
人
間
と
し
て
捉
え
た
う
え
で
、
こ
の
物
語
を
意
味
づ
け
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
幕
末
京
都
の
歴
史
的
背
景
を
ふ
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
体
ど
の
よ
う
な
解
釈
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
ま

た
、
そ
の
新
た
な
解
釈
に
よ
っ
て
、
読
者
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
「
さ
ん
ち
き
」
の
世
界
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
こ
と
と

す
る
。
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一　

弟
子
と
い
う
存
在

　

三
吉
が
弟
子
入
り
し
た
車
伝
は
、
そ
の
名
の
通
り
車
を
作
る
お
店
で
あ
る
 *3

。
し
か
し
、「
こ
ん
だ
け
大
き
な
車
を
つ
く
る
こ
と
は
、
一
生
に
、
な
ん
べ
ん

も
あ
ら
へ
ん
し
な
」
と
い
う
親
方
の
発
言
か
ら
す
る
と
、
山
鉾
の
車
ば
か
り
つ
く
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
だ
。「
京
都
は
伝
統
的
な
車

の
生
産
地
で
あ
り
、
牛ぎ

っ

車し
ゃ

︻
乗
用
︼
が
牛う
し
ぐ
る
ま車
︻
貨
物
用
︼
に
変
っ
て
も
、
そ
の
生
産
を
つ
づ
け
て
い
た
 *4

」
と
あ
る
か
ら
、
車
伝
で
は
普
段
、
牛う
し
ぐ
る
ま車
や
大
八
車

な
ど
の
荷
車
を
作
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
ん
な
と
こ
ろ
へ
弟
子
入
り
し
た
三
吉
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
、
三
吉
の
年
齢
か
ら
確
認
し
て
い
き
た

い
。
三
吉
は
「
八
つ
の
と
き
に
、
こ
の
『
車
伝
』
に
で
し
い
り
し
て
、
ま
だ
五
年
」
と
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
、
ま
だ
半
元
服
す
ら
迎
え
て
い
な

い
年
齢
に
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
で
に
五
年
間
も
弟
子
と
し
て
の
生
活
を
続
け
て
い
る
。

　
「
八
つ
」
と
言
え
ば
、
女
の
子
で
あ
れ
ば
七
五
三
の
お
祝
い
が
済
ん
だ
ば
か
り
、
現
代
で
も
小
学
校
一
年
生
程
度
の
年
齢
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
三

吉
の
弟
子
入
り
は
ず
い
ぶ
ん
早
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
般
的
な
職
人
の
弟
子
入
り
に
つ
い
て
、
遠
藤
元
男
は
「
法
制
的
に
と
く

に
規
定
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
一
般
的
に
は
一
一
才
か
ら
一
三
歳
く
ら
い
の
間
で
あ
っ
た
。
一
七
世
紀
の
初
め
の
京
都
の
大
工
の
間
で
は
、
十
二
、
三
才
で

あ
っ
た
。
一
九
世
紀
後
半
で
は
、
大
体
に
お
い
て
一
〇
才
か
ら
一
六
歳
と
い
う
よ
う
に
幅
が
広
げ
ら
れ
て
い
る
 *5

」
と
記
し
て
い
る
。

　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
連
続
テ
レ
ビ
小
説
の
お
し
ん
は
、
数
え
年
七
歳
で
奉
公
に
出
さ
れ
て
い
る
。
三
吉
よ
り
も
さ
ら
に
一
年
早
い
と
は
い
え
、
お
し
ん
を
奉
公
に
出
そ

う
と
す
る
父
親
に
対
し
て
、
母
と
祖
母
は
お
し
ん
が
ま
だ
七
歳
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
反
対
し
て
い
た
 *6

。

　

江
戸
時
代
に
お
い
て
、
通
常
、
弟
子
入
り
は
十
歳
以
降
で
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、「
八
つ
」
で
弟
子
入
り
と
い
う
の
は
や
は
り
ず
い
ぶ
ん
早
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
三
吉
は
お
し
ん
同
様
、
か
な
り
貧
し
い
家
の
生
ま
れ
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
れ
で
は
「
八
つ
の
と
き
に
」
弟
子
入
り
し
て
か
ら
の
「
五
年
」
間
、
三
吉
は
ど
の
よ
う
な
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

 　

徒
弟
の
労
働
の
う
ち
、
そ
の
初
め
は
仕
事
に
関
す
る
こ
と
よ
り
も
、
家
事
労
働
の
比
重
が
大
き
か
っ
た
。
家
事
労
働
に
は
水
汲
み
・
飯
炊
き
・
庭
掃

き
・
風
呂
焚
き
・
子
守
り
・
使
い
走
り
な
ど
が
あ
っ
た
。
仕
事
に
関
す
る
こ
と
と
い
え
ば
、
道
具
の
整
備
や
材
料
の
運
搬
や
簡
単
な
初
歩
の
仕
事
と
道
具

の
使
い
か
た
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
下
働
き
で
あ
る
 *7

。　
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た
し
か
に
、
親
方
は
山
鉾
の
車
を
作
る
際
「
半
人
前
の
三
吉
に
も
、
手
伝
う
て
も
ら
お
か
」
と
言
っ
て
い
た
。
日
常
的
に
三
吉
が
仕
事
の
手
伝
い
を
し
て

い
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
ん
な
発
言
を
す
る
は
ず
が
な
い
。
つ
ま
り
、
三
吉
は
こ
れ
ま
で
の
五
年
間
、
車
大
工
と
し
て
の
ま
と
も
な
仕
事
に
携
わ
る
こ
と
は
で

き
ず
、
家
内
の
雑
用
を
は
じ
め
と
し
た
下
働
き
ば
か
り
さ
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
も
、
徒
弟
の
待
遇
は
決
し
て
恵
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
。「
親
方
は
徒
弟
に
対
し
て
、
技
術
指
導
を
し
、
食
事
・
衣
料
を
施
し
、
若
干
の
給
銀
（
小
遣

い
）
を
や
り
、
年
に
二
度
（
正
月
・
七
月
）
の
休
暇
（
い
わ
ゆ
る
藪
入
り
）
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
 *8

」
と
あ
る
。
こ
れ
を
三
吉
に
当
て
は
め
て
考

え
る
と
、
こ
こ
ま
で
の
五
年
間
に
関
し
て
言
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
毎
日
下
働
き
に
従
事
さ
せ
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
若
干
の
給
銀
」
し
か
与
え
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
一
三
歳
の
三
吉
が
親
方
の
言
う
こ
と
を
「
い
つ
も
な
ら
半
分
も
聞
い
て
い
な
い
」
と
い
う
の
も
納
得
で
き
る
。
年
端
も
い
か
な
い

少
年
が
、
職
人
の
家
に
弟
子
入
り
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
々
雑
用
ば
か
り
を
押
し
つ
け
ら
れ
、
そ
の
う
え
口
う
る
さ
く
叱
ら
れ
る
の
だ
。
そ
ん
な
毎
日

が
五
年
も
続
け
ば
、
お
小
言
を
い
ち
い
ち
ま
じ
め
に
聞
く
は
ず
が
な
い
。

　

一
見
す
る
と
三
吉
は
、
不
真
面
目
な
弟
子
で
あ
っ
た
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る
。
た
と
え
ば
そ
れ
は
、
親
方
に
怒
鳴
ら
れ
た
と
き
、
い
つ
も
「
ひ
ょ
こ
っ
と

首
を
す
く
め
、
い
か
に
も
す
ま
な
さ
そ
う
に
う
な
だ
れ
」、「
し
ょ
ん
ぼ
り
し
て
い
る
」
ふ
り
を
す
る
よ
う
な
姿
に
も
現
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
た
っ
た
一
本

の
矢
の
製
作
で
あ
っ
て
も
、「
で
し
い
り
し
て
か
ら
は
じ
め
て
必
死
で
や
っ
て
」
お
り
、
こ
の
と
き
は
「
親
方
の
こ
ま
か
い
注
意
も
ま
じ
め
に
き
い
」
て
い
る

と
い
う
こ
と
か
ら
す
る
と
、
三
吉
の
不
真
面
目
と
も
取
ら
れ
か
ね
な
い
態
度
は
、
下
働
き
に
関
す
る
注
意
を
受
け
た
と
き
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。

　

遠
藤
は
「
初
め
て
道
具
が
も
て
る
と
い
う
の
は
、
長
い
苦
し
い
年
季
勤
め
を
や
り
と
げ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
そ
こ
に
喜
び
が
あ
っ
た
。
堪
え

抜
い
た
か
ら
で
あ
る
 *9

」
と
記
し
て
い
る
が
、「『
お
ら
も
、
い
っ
し
ょ
に
つ
く
っ
た
ん
や
で
！
』
と
そ
こ
ら
じ
ゅ
う
走
り
ま
わ
っ
て
さ
け
び
た
」
く
な
っ
て
い

る
の
も
、
自
分
の
つ
く
っ
た
「
一
本
の
矢
が
、
白
く
か
が
や
い
て
み
え
た
」
の
も
、
す
べ
て
は
そ
う
し
た
苦
労
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
の
こ
と
で
あ
っ
た
に
違

い
な
い
。「
親
方
の
こ
ま
か
い
注
意
」
を
「
い
つ
も
な
ら
半
分
も
き
い
て
い
な
い
」
か
ら
と
い
っ
て
、
三
吉
が
不
真
面
目
な
人
間
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は

決
し
て
な
ら
な
い
の
だ
。

　

む
し
ろ
、「
徒
弟
に
し
て
も
、
脱
落
し
て
い
っ
た
も
の
も
か
な
り
あ
っ
た
 *10

」
よ
う
な
過
酷
な
状
況
下
で
、
三
吉
は
五
年
間
、
脱
落
す
る
こ
と
な
く
弟
子
と

し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
 *11

。
そ
の
一
方
で
親
方
は
、
弟
子
で
あ
る
三
吉
に
対
し
て
、
自
身
の
責
務
を
果
た
し
て
き
た
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
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徒
弟
制
度
に
お
い
て
は
、
弟
子
ば
か
り
で
な
く
、
親
方
に
も
義
務
が
あ
っ
た
 *12

。
遠
藤
は
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

　

 　

親
方
は
年
季
中
に
一
定
の
技
術
的
階
梯
を
踏
ん
で
徒
弟
に
技
術
を
伝
達
し
た
。
そ
の
ほ
か
に
、
徒
弟
に
対
し
て
職
人
に
ふ
さ
わ
し
い
倫
理
と
基
礎
的
な

教
養
の
育
成
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
 *13

。

　
「
職
人
に
ふ
さ
わ
し
い
」「
基
礎
的
な
教
養
」
の
ひ
と
つ
が
、
読
み
書
き
で
あ
っ
た
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。
輪
島
塗
の
職
人
で
あ
っ
た
正
門
家
に
お
い
て
、

子
弟
教
訓
の
書
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
「
塗
物
往
来
」
に
も
、
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

 　

扨
又
大
黒
講
之
掟
書
、
厳
重
相
守
可
知
我
分
限
也
、
奢
者
不
久
、
可
恐
天
道
義
第
一
也
、
酒
奕
色
者
為
無
用
、
書
学
算
術
之
無
執
行
者
、
難
成
立
身
者

也
、
仍
而
雑
書
如
件
 *14

　

 　
（
さ
て
、
ま
た
大
黒
講
の
掟
書
、
厳
重
に
相
守
り
我
が
分
限
を
知
る
べ
き
な
り
、
奢
る
者
は
久
し
か
ら
ず
、
恐
る
べ
き
天
道
の
義
第
一
な
り
、
酒
奕
色
は

無
用
と
な
し
、
書
学
算
術
の
執
行
無
き
者
、
立
身
な
り
が
た
き
も
の
な
り
、
よ
っ
て
雑
書
件
の
如
し
）

　
「
書
学
算
術
之
無
執
行
者
、
難
成
立
身
者
也
」
と
あ
る
と
お
り
、
職
人
で
あ
っ
て
も
「
基
礎
的
な
教
養
」
は
当
然
必
要
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
周
知
の
通

り
、
三
吉
は
「
字
に
は
、
あ
ま
り
縁
が
な
」
く
、「
ひ
ら
が
な
で
自
分
の
名
前
の
、
さ
ん
き
ち
と
だ
け
は
、
ど
う
に
か
書
け
る
」
と
い
う
あ
り
さ
ま
だ
っ
た
。

し
か
も
、
親
方
が
漢
字
で
日
付
を
彫
っ
た
だ
け
で
「
へ
え
ー
、
親
方
は
学
が
あ
る
ん
や
ね
」
と
い
う
反
応
を
示
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
親
方
自
身
が
認
め
て

い
る
と
お
り
、
三
吉
は
「
だ
れ
で
も
知
っ
て
い
る
」
こ
と
す
ら
知
ら
な
い
の
だ
。

　

遠
藤
が
「
こ
う
し
た
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
き
て
い
る
こ
と
は
、
親
方
に
も
弟
子
に
も
、
不
適
格
な
も
の
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
を
反
映
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 *15

」
と
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、
あ
え
て
「
職
人
に
ふ
さ
わ
し
い
倫
理
と
基
礎
的
な
教
養
の
育

成
」
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
弟
子
に
対
す
る
教
育
を
怠
る
親
方
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
ほ
か
な
ら
ぬ
車
伝
の
親
方
も
そ
の
一
人
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

さ
ら
に
、
遠
藤
は
「
徒
弟
は
寺
小
屋
で
読
み
・
書
き
・
算
盤
な
ど
を
学
ん
だ
も
の
や
そ
う
で
な
い
も
の
も
い
た
 *16

」
と
述
べ
て
い
る
が
、
三
吉
は
間
違
い
な
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く
寺
子
屋
に
も
通
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
読
み
書
き
に
つ
い
て
は
本
来
親
方
が
教
え
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
乙
竹
岩
造
は
「
算
術
は
専

門
の
師
匠
が
あ
つ
て
教
へ
た
だ
け
で
な
く
、
又
寺
子
屋
で
教
へ
た
だ
け
で
な
く
、
商
家
店
舗
で
は
必
須
の
技
術
で
あ
つ
た
爲
、
番
頭
が
丁
稚
小
僧
に
業
務
の

餘
暇
こ
れ
を
教
へ
る
と
い
ふ
風
は
、
京
都
・
大
阪
に
も
江
戸
に
も
あ
つ
た
の
で
あ
る
 *17

」
と
言
っ
て
い
る
。

　

乙
竹
が
指
摘
し
て
い
る
の
は
商
家
の
丁
稚
奉
公
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
と
は
い
え
、
職
人
に
も
「
基
礎
的
な
教
養
」
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か

ら
、
寺
子
屋
に
通
っ
て
い
な
い
以
上
、
三
吉
に
読
み
書
き
を
教
え
る
の
は
親
方
し
か
い
な
い
。
し
か
も
、「
寺
小
屋
は
七
、
八
歳
か
ら
一
四
、
五
歳
ま
で
の
も

の
が
入
っ
て
い
た
 *18

」
こ
と
か
ら
す
る
と
、
一
三
歳
の
三
吉
は
す
で
に
寺
子
屋
で
の
教
育
を
終
え
る
よ
う
な
年
頃
で
あ
る
。
ま
さ
か
こ
れ
か
ら
寺
子
屋
に
通
わ

せ
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
に
く
い
。

　

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
乙
竹
に
よ
れ
ば
江
戸
の
「
寺
子
屋
児
童
の
総
数
は
、
当
時
の
推
定
学
齢
児
童
数
の
約
八
割
六
分
強
に
当
る
 *19

」
と
推
定
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、
以
下
の
よ
う
な
分
析
も
あ
る
。

　　

 　

北
桑
田
郡
（
京
都
府
）
の
よ
う
な
僻
す
う
山
村
で
も
、
幕
末
明
治
期
に
は
、
男
児
五
六
％
、
女
児
一
五
％
の
た
か
い
寺
子
屋
就
学
率
を
も
っ
て
い
る
。

し
か
も
除
数
は
、
人
口
増
加
を
み
、
し
か
も
就
学
年
限
の
な
が
い
現
在
（
昭
和
二
六
年
）
の
小
学
校
児
童
総
数
で
あ
る
。
だ
か
ら
寺
子
屋
の
就
学
率
は
、

実
際
は
さ
ら
に
高
い
も
の
と
な
り
、
男
児
は
七
〇
％
を
下
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
就
学
児
童
の
身
分
は
、
最
下
層
の
木
樵
、
小
作
人
を

除
く
凡
て
の
身
分
と
な
る
で
あ
ろ
う
 *20

。

　

網
野
善
彦
も
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

　

 　

江
戸
時
代
は
、
こ
の
よ
う
な
文
字
の
庶
民
へ
の
普
及
を
前
提
と
し
て
、
国
家
体
制
が
で
き
上
が
っ
て
い
ま
す
。
江
戸
幕
府
は
当
初
か
ら
、
町
や
村
の
人

た
ち
の
中
に
文
字
が
使
え
る
人
が
い
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
体
制
だ
と
い
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
国
家
は
そ
の
よ
う
な
点
で
、
お
そ
ら
く
世
界
の

中
で
も
非
常
に
特
異
な
国
家
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
、
文
字
の
人
民
へ
の
普
及
度
の
高
さ
に
応
ず
る
問
題
だ
と
思
う
の
で
す
 *21

。

　

寺
子
屋
の
就
学
児
童
に
関
す
る
推
定
が
ど
こ
ま
で
正
し
い
か
は
疑
問
の
余
地
が
残
る
。
と
は
い
え
、
幕
末
に
お
い
て
決
し
て
少
な
く
な
い
数
の
子
ど
も
た
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ち
が
寺
子
屋
に
通
い
、
識
字
率
が
そ
れ
な
り
に
高
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
事
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
読
み
書
き
す
ら
ま
と
も
に
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
い

か
に
悲
惨
な
状
態
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
ん
な
状
態
の
ま
ま
で
、
三
吉
が
一
人
前
に
な
れ
る
は
ず
は
な
い
。

　

先
に
も
記
し
た
と
お
り
、
一
人
前
と
し
て
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
職
人
と
し
て
の
技
術
は
も
ち
ろ
ん
、「
社
会
人
と
し
て
の
教
養
や
常
識
も
身
に
つ
け
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
」
ず
、「
も
し
、
こ
の
両
面
が
備
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
技
術
的
に
一
人
前
で
あ
っ
て
も
、
人
間
的
に
は
半
人
前
に
も
及
ば
な
い
も
の
で
あ
っ

た
 *22

」。
遠
藤
も
認
め
て
い
る
と
お
り
、「
こ
う
し
た
こ
と
は
理
想
的
な
こ
と
で
、
技
術
面
の
修
練
に
比
重
が
お
か
れ
て
人
間
性
の
陶
冶
が
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て

い
っ
た
こ
と
は
、
事
実
と
し
て
み
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 *23

」
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
た
と
え
そ
う
だ
と
し
て
も
、「
ひ
ら
が
な
で
自
分
の
名
前
の
、
さ
ん

き
ち
と
だ
け
は
、
ど
う
に
か
書
け
る
」
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
に
も
ひ
ど
す
ぎ
る
。

　

言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
親
方
自
身
は
日
付
ば
か
り
で
な
く
、
車
伝
を
切
り
盛
り
し
て
い
く
う
え
で
必
要
と
さ
れ
る
「
基
礎
的
な
教
養
」
も
身
に
つ

け
て
い
た
は
ず
だ
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
親
方
と
し
て
ふ
る
ま
う
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
一
方
で
、
三
吉
は
「
字
に
は
、
あ
ま
り
縁
が
な
」
く
、「
ひ
ら
が
な

で
自
分
の
名
前
の
、
さ
ん
き
ち
と
だ
け
は
、
ど
う
に
か
書
け
る
」
と
い
う
あ
り
さ
ま
だ
っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
技
術
が
あ
っ
て
、
読
み
書
き
が
で
き
れ
ば
将
来
が
約
束
さ
れ
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
生
や
さ
し
い
時
代
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
当
時
の
社

会
状
況
に
お
い
て
も
、
一
人
前
と
し
て
認
め
ら
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
独
立
し
て
親
方
に
な
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
遠
藤
は

以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

 　

封
鎖
的
で
狭
隘
な
市
場
を
少
数
の
親
方
層
で
独
占
的
に
支
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
ず
か
に
維
持
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
手
工
業
の
封
建
的
生
産
関

係
を
防
衛
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
で
き
る
だ
け
低
廉
な
徒
弟
労
働
力
を
確
保
し
、
し
か
も
、
か
か
る
徒
弟
労
働
力
が
短
期
間
の
う
ち
に
高
価
な
手
間
取

（
職
人
）
労
働
力
に
上
昇
し
な
い
よ
う
に
、
徒
弟
に
対
す
る
規
制
を
き
び
し
く
し
、
さ
ら
に
親
方
層
の
員
数
を
制
限
し
て
、
競
争
相
手
の
出
現
を
抑
制
し
既

得
の
権
益
を
擁
護
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
当
面
の
目
的
を
達
成
す
る
手
段
と
し
て
、
徒
弟
制
が
整
備
・
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
 *24

。

　

株
仲
間
な
ど
、
特
権
の
支
配
し
た
近
世
社
会
に
お
い
て
、
親
方
権
は
「
世
襲
さ
れ
、
し
か
も
、
そ
の
数
は
一
定
し
て
い
た
 *25

」。
し
た
が
っ
て
、「
徒
弟
奉
公

を
勤
め
あ
げ
て
所
定
の
義
務
を
履
行
し
一
人
前
の
職
人
と
な
っ
た
徒
弟
（
弟
子
）
層
が
親
方
層
に
ま
で
上
昇
す
る
こ
と
の
で
き
る
途
は
か
な
り
狭
く
 *26

」、
親

方
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
「
親
方
の
子
息
か
、
あ
る
い
は
好
機
と
財
力
に
恵
ま
れ
て
親
方
株
を
譲
り
受
け
る
か
買
い
取
る
か
で
き
た
一
部
の
も
の
だ
け
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で
あ
」
っ
た
。
そ
の
た
め
、
多
く
の
職
人
た
ち
は
手
間
賃
を
と
っ
て
一
時
的
に
雇
わ
れ
る
中
間
層
の
職
人
（
手
間
取
）
と
し
て
「
元
の
親
方
か
、
そ
の
紹
介

で
ほ
か
の
親
方
の
助
職
人
と
し
て
雇
用
さ
れ
る
と
い
う
立
場
に
お
か
れ
て
い
た
 *27

」
の
だ
。

　

こ
う
し
た
職
人
た
ち
に
も
「
近
代
以
前
で
は
、
手
工
業
生
産
に
対
す
る
需
要
は
高
く
、
一
般
的
に
職
人
の
仕
事
は
た
く
さ
ん
あ
っ
た
 *28

」
の
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
ま
も
な
く
明
治
時
代
が
や
っ
て
く
る
。
新
政
府
は
殖
産
興
業
政
策
を
打
ち
出
し
、
機
械
化
に
よ
る
大
量
生
産
を
進
め
て
い
く
。
商
業
資
本
が

も
の
を
言
う
時
代
の
到
来
に
よ
り
、
三
吉
の
よ
う
な
手
工
業
を
生
業
と
す
る
職
人
の
立
場
は
、
否
応
な
く
厳
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
。
そ

ん
な
状
況
の
中
で
、
読
み
書
き
す
ら
ま
と
も
に
で
き
な
い
三
吉
に
明
る
い
未
来
が
待
っ
て
い
る
と
は
到
底
考
え
が
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
責
任
の
一
端
が

親
方
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

三
吉
が
立
派
な
車
大
工
に
な
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
「
基
礎
的
な
教
養
」
は
身
に
つ
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
三
吉
に
「
学
が
あ
る

ん
や
ね
」
と
言
わ
れ
た
親
方
は
「
あ
ほ
う
、
こ
れ
ぐ
ら
い
、
だ
れ
で
も
知
っ
と
る
わ
」
と
冗
談
め
か
し
て
応
じ
て
い
る
が
、
三
吉
の
将
来
を
考
え
た
と
き
、

こ
の
状
態
を
放
っ
て
お
い
た
親
方
の
罪
は
重
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

二　
「
三
吉
」
と
の
決
別

　

半
人
前
な
が
ら
も
、
よ
う
や
く
車
大
工
職
人
と
し
て
の
仕
事
に
携
わ
る
こ
と
が
で
き
た
三
吉
に
と
っ
て
、
名
前
を
彫
っ
た
あ
の
晩
の
経
験
は
一
体
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
も
そ
も
、
な
ぜ
三
吉
は
名
前
を
彫
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
「
車
大
工
は
、
自
分
の
気
に
い
っ
た
車
が
つ
く
れ
た
と
き
、
名
前
を
そ
っ
と
ほ
っ
て
お
く
。
だ

か
ら
三
吉
も
ほ
る
こ
と
に
し
た
」
と
あ
る
と
お
り
、
職
人
と
し
て
の
慣
例
に
し
た
が
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
三
吉
は
た
と
え
そ
れ
が
た
っ
た
一
本
の
矢
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
立
派
な
車
の
製
作
に
自
分
も
携
わ
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
よ
ほ
ど
う
れ
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
三
吉
は
ま
だ
半
人
前
だ
。
堂
々
と
名
前
を
彫
る
こ
と
の
で
き
る
立
場
に
は
な
い
。
と
は
い
え
「
き
ょ
う
、
親
方
と
ふ
た
り
で
つ
く
り
あ
げ
た
祇

園
祭
り
の
鉾
の
車
」
と
あ
る
と
お
り
、
車
は
す
で
に
完
成
し
て
し
ま
っ
た
。
祇
園
祭
の
開
催
も
間
近
に
迫
っ
て
い
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
明
日
に
で
も
納

品
先
に
運
ば
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
名
前
を
彫
る
チ
ャ
ン
ス
は
今
晩
し
か
な
い
。
そ
の
た
め
、
三
吉
は
「
親
方
と
お
か
み
さ
ん

が
ね
て
し
ま
う
の
を
ま
っ
て
夜
中
に
そ
っ
と
お
き
だ
し
て
」
彫
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
っ
た
。
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や
る
と
決
め
た
か
ら
に
は
の
ん
び
り
と
は
し
て
い
ら
れ
な
い
。
物
騒
な
京
都
で
明
か
り
を
灯
し
続
け
る
こ
と
は
危
険
だ
し
、
何
よ
り
も
親
方
が
起
き
て
き

て
し
ま
っ
た
ら
計
画
が
頓
挫
し
て
し
ま
う
。
で
き
る
限
り
早
く
彫
り
終
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
ん
な
ふ
う
に
気
持
ち
ば
か
り
が
あ
せ
る
三
吉
は
、
あ
ろ

う
こ
と
か
自
分
の
名
前
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
来
「
き
」
と
す
る
べ
き
三
字
目
を
「
ち
」
と
間
違
え
て
彫
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

　

こ
の
点
を
と
ら
え
て
指
導
書
で
は
、
三
吉
を
「
名
前
の
彫
り
込
み
を
間
違
え
た
り
も
す
る
慌
て
者
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
彫
り
間
違
え
て
し
ま
っ

た
「
さ
ん
ち
き
」
と
い
う
名
前
こ
そ
、
ほ
か
で
も
な
い
こ
の
物
語
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
名
前
の
彫
り
間
違
い
に
は
三
吉
の
人

物
像
を
示
す
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
も
っ
と
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
ま
ず
は
「
三
吉
」
と
い
う
呼
称
に
注
目
し
た
い
。
当
時
の
慣
習
に
よ
れ
ば
、
弟
子
入
り
か
ら
五
年
ほ
ど
経
つ
と
半
人

前
と
み
な
さ
れ
、「
改
め
て
本
名
の
頭
文
字
を
取
っ
て
、
こ
れ
に
︿
吉
﹀
あ
る
い
は
︿
松
﹀
の
字
を
つ
け
て
呼
ぶ
の
が
常
で
あ
っ
た
 *29

」
よ
う
で
あ
る
。
ま
さ

に
三
吉
は
半
人
前
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
呼
称
は
本
名
の
「
三
」
に
半
人
前
を
示
す
「
吉
」
を
付
し
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
 *30

。

　

と
こ
ろ
が
、
三
吉
は
そ
の
半
人
前
で
あ
る
こ
と
を
示
す
自
分
の
名
前
を
「
さ
ん
ち
き
」
と
彫
り
間
違
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
し
か
も
、
親
方
に
指
摘
さ
れ

る
ま
で
、
三
吉
は
自
分
の
過
ち
に
気
が
つ
い
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
三
吉
は
親
方
に
「
そ
れ
に
、
こ
り
ゃ
、
ま
ち
が
え
と
る
や
な
い
か
」
と
指
摘
さ

れ
、
初
め
て
自
分
の
過
ち
に
気
が
つ
き
、
大
き
な
衝
撃
を
受
け
て
「
し
ょ
ん
ぼ
り
と
う
な
だ
れ
」
る
こ
と
に
な
る
の
だ
っ
た
。

　

親
方
に
怒
鳴
ら
れ
る
と
き
、
い
つ
も
三
吉
は
し
ょ
ん
ぼ
り
と
う
な
だ
れ
て
い
る
そ
ぶ
り
を
示
し
、
ほ
と
ぼ
り
が
冷
め
る
の
を
待
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ

の
と
き
は
本
当
に
落
胆
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
三
吉
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
く
ら
い
シ
ョ
ッ
ク
の
大
き
な
過
ち
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

三
吉
は
「
ち
」
の
字
を
手
で
ゴ
シ
ゴ
シ
こ
す
っ
て
み
た
り
、
親
方
に
「
ど
な
い
し
た
ら
え
え
や
ろ
」
と
泣
き
つ
い
た
り
す
る
が
、
親
方
の
言
う
と
お
り

「
一
度
ほ
り
こ
ん
だ
」
も
の
は
、「
車
が
な
く
な
る
ま
で
消
え
」
な
い
。
そ
れ
を
知
っ
た
三
吉
は
、
直
前
ま
で
「
ほ
っ
て
し
ま
え
ば
、
こ
ち
ら
の
も
の
だ
。
な

ん
ぼ
親
方
が
ど
な
っ
て
も
消
え
る
こ
と
は
な
い
」
と
強
気
の
姿
勢
を
見
せ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
っ
か
り
名
前
を
彫
る
気
力
を
失
っ
て
し
ま
う
。
名

前
を
彫
る
こ
と
を
と
が
め
る
に
違
い
な
い
と
思
わ
れ
た
親
方
が
、
意
外
に
も
「
よ
し
っ
、
残
り
を
さ
っ
さ
と
ほ
っ
て
し
ま
え
」
と
言
っ
て
背
中
を
押
し
て
く

れ
て
も
、
三
吉
は
彫
る
こ
と
を
た
め
ら
い
「
お
ろ
お
ろ
」
す
る
ば
か
り
だ
っ
た
。
こ
の
と
き
の
三
吉
に
と
っ
て
こ
の
過
ち
は
、
取
り
返
し
の
付
か
な
い
失
敗

に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
た
だ
の
失
敗
に
過
ぎ
な
か
っ
た
は
ず
の
「
さ
ん
ち
き
」
と
い
う
刻
ま
れ
た
四
文
字
が
、
親
方
の
手
に
よ
っ
て
新
た
な
意
味
を
帯
び
て
い
く
。
そ

の
き
っ
か
け
を
与
え
た
の
が
、
斬
ら
れ
た
侍
の
姿
で
あ
っ
た
。
親
方
は
死
ぬ
ま
ぎ
わ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
憎
し
み
で
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
侍
の
目
を
思
い
浮
か
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べ
な
が
ら
、
侍
と
自
分
た
ち
職
人
を
比
較
し
つ
つ
語
り
始
め
た
。
そ
の
親
方
の
言
葉
に
よ
っ
て
、「
さ
ん
ち
き
」
と
い
う
名
前
に
新
た
な
意
味
が
与
え
ら
れ
て

い
く
の
だ
。「
さ
む
ら
い
に
生
ま
れ
ん
で
、
よ
か
っ
た
な
」
と
静
か
に
言
っ
た
親
方
は
、「
さ
む
ら
い
た
ち
は
、
な
ん
に
も
残
さ
ん
と
死
ん
で
い
く
け
ど
、
わ

し
ら
は
車
を
残
す
」
と
語
り
、
百
年
先
の
人
々
に
思
い
を
馳
せ
る
。

　

 　

こ
の
車
は
、
も
ち
ろ
ん
生
き
残
っ
て
、
祭
り
の
た
び
に
、
大
勢
の
見
物
人
の
前
を
ゴ
ロ
ゴ
ロ
ひ
か
れ
て
い
く
。
ほ
い
で
、
だ
れ
か
が
、
い
ま
わ
し
ら
の

ほ
っ
た
字
を
み
つ
け
る
ん
や
。
み
つ
け
て
、
こ
な
い
に
い
う
や
ろ

　

 　

ほ
う
、
こ
り
ゃ
な
ん
と
百
年
も
前
に
つ
く
っ
た
車
や
。
長
も
ち
し
と
る
な
あ
。
な
に
な
に
『
さ
ん
ち
き
』
か
…
…
。
ふ
う
ん
、
こ
れ
を
つ
く
っ
た
車
大

工
や
な
。
ち
ょ
っ
と
か
わ
っ
た
名
前
や
け
ど
、
き
っ
と
ウ
デ
の
え
え
車
大
工
や
っ
た
ん
や
ろ
な
あ
…
…

　

親
方
の
こ
の
言
葉
を
聞
い
た
三
吉
は
、「
親
方

―
。」
と
言
い
な
が
ら
「
親
方
の
こ
し
を
ぎ
ゅ
っ
と
お
し
」
て
い
る
。
三
吉
は
「
ウ
デ
の
え
え
車
大
工
」

と
言
わ
れ
て
う
れ
し
か
っ
た
の
と
同
時
に
、
彫
り
間
違
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
蒸
し
返
さ
れ
て
し
ま
い
、
気
恥
ず
か
し
さ
を
覚
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
親
方
の
こ
の
発
言
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
三
吉
は
最
後
の
場
面
で
「
さ
ん
ち
き
は
、
き
っ
と
ウ
デ
の
え
え
車
大
工
に
な
る
で
」
と
つ
ぶ
や
く
こ

と
に
な
る
。
彫
り
間
違
え
た
こ
と
に
気
が
つ
い
た
と
き
に
は
肩
を
落
と
し
て
い
た
三
吉
も
、
親
方
の
言
葉
に
勇
気
づ
け
ら
れ
た
結
果
、
む
し
ろ
「
さ
ん
ち

き
」
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
を
受
け
入
れ
た
の
だ
。

　

こ
の
「
ウ
デ
の
え
え
車
大
工
」「
さ
ん
ち
き
」
の
証
こ
そ
、
親
方
と
と
も
に
二
人
で
作
り
上
げ
た
山
鉾
の
車
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
い
わ
ば
こ
の
車
は
、
腕
の

良
い
車
大
工
さ
ん
ち
き
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
存
在
と
な
っ
た
の
だ
。

　

親
方
の
言
う
と
お
り
、
侍
た
ち
は
「
国
の
た
め
や
と
か
い
う
と
る
が
」、
結
局
の
と
こ
ろ
「
な
ん
に
も
残
さ
ん
と
死
ん
で
い
く
」。
し
か
し
、
こ
の
車
は
三

吉
が
死
ん
だ
あ
と
も
、
荘
厳
な
姿
の
ま
ま
人
々
の
前
に
立
ち
続
け
、「
さ
ん
ち
き
」
と
い
う
名
大
工
が
い
た
こ
と
を
後
世
に
知
ら
し
め
て
く
れ
る
。
三
吉
が
最

後
に
つ
ぶ
や
い
た
「
さ
ん
ち
き
は
、
き
っ
と
ウ
デ
の
え
え
車
大
工
に
な
る
で
」
は
、
そ
ん
な
未
来
に
思
い
を
馳
せ
る
な
か
で
口
を
突
い
て
出
た
決
意
の
言
葉

で
あ
っ
た
。「
さ
ん
ち
き
」
は
後
世
の
人
々
に
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
立
派
な
車
大
工
に
な
る
。
そ
ん
な
決
意
を
込
め
て
、
自
分
自
身
の
こ
と
を
あ
え
て
「
さ

ん
ち
き
」
と
呼
ん
だ
に
違
い
な
い
。
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と
こ
ろ
で
、
三
吉
が
「
さ
ん
ち
き
」
を
名
乗
る
こ
と
に
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
名
前
に
つ
い

て
、
市
村
弘
正
は
「
名
前
は
物
事
の
誕
生
（
創
造
）
お
よ
び
変
身
（
再
創
造
）
を
も
た
ら
す
 *31

」
と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
三
吉
は
自
分
自
身
を
「
さ

ん
ち
き
」
と
名
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
自
己
の
誕
生
（
創
造
）、
三
吉
か
ら
「
さ
ん
ち
き
」
へ
と
変
身
（
再
創
造
）
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ 

ろ
う
。

　

日
本
人
の
古
来
の
習
慣
と
し
て
、
一
生
の
間
に
名
前
を
何
度
も
取
り
替
え
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
現
在
で
も
歌
舞
伎
や
落
語
の
世
界
で
は
、
襲
名
の
文

化
が
残
っ
て
い
る
。
商
家
に
お
い
て
は
所
有
権
を
示
す
と
い
う
意
味
合
い
か
ら
、
主
人
の
名
前
を
代
々
継
い
で
い
く
と
い
う
文
化
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
職
人

の
世
界
で
も
独
り
立
ち
す
る
と
き
に
親
方
の
一
字
を
も
ら
い
、
自
分
の
名
前
を
新
た
に
す
る
と
い
う
文
化
が
あ
っ
た
。

　

 　

徒
弟
奉
公
の
完
了
を
年
季
明
け
と
い
う
が
、
そ
の
年
季
明
け
の
祝
儀
は
、
親
方
が
新
し
く
独
立
す
る
職
人
と
の
結
合
を
新
し
い
か
た
ち
で
強
化
す
る
た

め
の
、
も
っ
と
も
重
要
な
機
会
と
な
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
輪
島
の
塗
師
仲
間
で
は
、
年
季
明
け
の
祝
儀
の
席
上
で
徒
弟
は
親
方
と
の
間
に
親
子
盃
を

か
わ
し
、
親
方
の
名
の
一
字
を
貰
い
、
そ
の
定
紋
の
つ
い
た
紋
服
・
裃
を
着
用
し
て
擬
制
的
な
親
子
関
係
の
永
続
を
誓
っ
た
 *32

。

　

し
か
し
、
三
吉
が
「
さ
ん
ち
き
」
を
名
乗
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
襲
名
と
は
大
き
く
異
な
る
側
面
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
襲
名
に
は
過
去
を
引
き
継
ぐ

と
い
う
要
素
が
色
濃
く
表
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
田
中
宣
一
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

 　

閉
鎖
的
体
系
の
社
会
で
は
、
過
去
に
同
じ
名
前
を
名
乗
っ
た
人
々
の
特
性
が
、
多
く
の
人
に
記
憶
さ
れ
て
い
る
。
し
ば
し
ば
、
そ
の
名
が
ス
ト
ッ
ク
さ

れ
る
に
い
た
っ
た
最
初
の
保
持
者
に
つ
い
て
の
神
話
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
う
い
う
場
合
、
新
た
に
命
名
さ
れ
た
人
は
、
過
去
の
同
名
者
の

事
績
を
重
ね
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
同
じ
名
前
を
名
乗
っ
た
祖
先
の
霊
魂
が
、
名
前
を
継
い
だ
者
の
肉
体
に
復
活
再
生
し
た
の

だ
と
考
え
ら
れ
て
さ
え
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
名
前
を
負
っ
た
人
の
、
個
と
し
て
の
人
格
発
揮
の
チ
ャ
ン
ス
は
稀
薄
に
な
り
、
周
囲
の
者
か
ら

は
、
過
去
の
同
名
者
の
よ
う
に
生
き
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
が
ち
に
な
る
の
で
あ
る
。
個
の
性
格
よ
り
も
、
名
前
じ
た
い
が
人
格
の
表
徴
だ
と
考
え
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
 *33

。
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三
吉
の
場
合
、
田
中
の
指
摘
す
る
よ
う
な
襲
名
と
は
異
な
り
、
ま
だ
何
の
過
去
も
背
負
っ
て
い
な
い
名
前
を
引
き
受
け
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
神
話
は

も
ち
ろ
ん
、
過
去
の
記
憶
も
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
を
作
っ
て
い
く
存
在
こ
そ
、「
さ
ん
ち
き
」
自
身
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
三
吉
か
ら

「
さ
ん
ち
き
」
へ
の
改
名
は
、
襲
名
と
は
異
な
る
大
き
な
転
換
点
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

さ
ら
に
、
出
口
顯
は
改
名
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

 　

成
人
し
て
あ
る
い
は
病
気
治
療
の
一
環
と
し
て
改
名
す
る
よ
う
な
場
合
、
古
い
名
前
を
持
つ
自
己
と
新
し
い
名
前
を
持
つ
自
己
は
、
決
し
て
同
じ
自
己

で
あ
る
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
る
。（
中
略
）
生
物
学
的
に
同
一
の
個
体
に
見
え
よ
う
と
も
、
古
い
名
前
を
持
つ
自
己
と
新
し
い
名
前
を
持

つ
自
分
は
、
ま
っ
た
く
別
人
と
み
な
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
 *34

。

　

つ
ま
り
、「
さ
ん
ち
き
は
、
き
っ
と
ウ
デ
の
え
え
車
大
工
に
な
る
で
」
と
つ
ぶ
や
く
三
吉
は
、
こ
れ
ま
で
の
自
分
（
＝
三
吉
）
と
決
別
し
、
立
派
な
車
大

工
職
人
に
な
る
べ
く
、
ま
だ
何
の
イ
メ
ー
ジ
も
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
な
い
「
さ
ん
ち
き
」
と
し
て
の
ま
っ
さ
ら
な
人
生
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
こ
と
を
決
意
し

た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
か
ら
の
人
生
を
か
け
て
、「
さ
ん
ち
き
」
は
自
分
自
身
の
手
で
一
か
ら
名
大
工
「
さ
ん
ち
き
」
の
「
神
話
」
と
「
記

憶
」
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
く
の
だ
。
そ
の
よ
り
ど
こ
ろ
の
一
つ
が
、
親
方
と
つ
く
り
あ
げ
た
こ
の
車
で
あ
る
。「
さ
ん
ち
き
」
に
と
っ
て
、
こ
の
車
は
そ
れ
ほ

ど
重
要
な
意
味
を
も
つ
存
在
な
の
で
あ
っ
た
。

三　

炎
上
す
る
京
都

　

元
治
元
年
甲
子
五
月
二
十
日
、
三
吉
は
「
さ
ん
ち
き
」
と
い
う
新
た
な
名
前
の
も
と
、
気
持
ち
を
新
た
に
修
行
に
励
ん
で
い
く
こ
と
を
決
意
し
た
。
そ
ん
な

「
さ
ん
ち
き
」
に
、
一
体
ど
の
よ
う
な
未
来
が
待
ち
受
け
て
い
る
の
か
。
史
実
を
確
認
し
な
が
ら
、
そ
の
後
の
「
さ
ん
ち
き
」
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
た
い
。

　

ま
ず
は
、
車
伝
の
所
在
地
を
大
ま
か
に
特
定
し
て
お
こ
う
。
車
伝
は
、
一
体
ど
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。「
す
ぐ
ち
か
く
」
に
三
条
大
橋
が
あ

る
と
い
う
こ
と
は
わ
か
る
が
、
物
語
本
文
に
は
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
三
条
大
橋
（
鴨
川
）
の
西
側
に
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
東
側
に

あ
っ
た
の
か
。
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こ
こ
で
西
側
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
る
と
、
三
条
大
橋
の
西
側
は
中
京
区
お
よ
び
下
京
区
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
こ
の
あ
た
り
は
祇
園
祭
の
山
鉾
を
管
理
す

る
山
町
、
鉾
町
の
あ
る
地
域
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
下
京
は
、
中
世
以
来
、
活
気
に
あ
ふ
れ
た
商
工
業
の
町
で
あ
っ
た
。
こ
の
歴
史
的
な
伝
統
は
、
近
世
に

な
っ
て
も
途
絶
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
い
や
、
む
し
ろ
、
市
街
地
の
拡
大
に
し
た
が
っ
て
諸
職
商
の
増
大
が
み
ら
れ
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
商
工
業
の

町
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
た
 *35

」
と
あ
る
。

　

ま
た
、
当
時
の
資
料
を
確
認
し
て
み
る
と
、
侍
の
闇
討
ち
は
木
屋
町
通
り
沿
い
、
現
在
の
中
京
区
の
あ
た
り
で
頻
発
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
車
伝
の

目
の
前
の
通
り
で
侍
が
斬
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
車
伝
は
お
そ
ら
く
三
条
大
橋
の
西
側
近
辺
に
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

幕
末
の
京
都
は
非
常
に
物
騒
な
状
況
に
あ
っ
た
が
、
こ
の
三
条
大
橋
西
側
近
辺
は
と
り
わ
け
治
安
の
悪
い
地
域
で
あ
っ
た
。
長
州
藩
邸
や
土
佐
藩
邸
、
池

田
屋
や
近
江
屋
が
こ
の
付
近
に
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
容
易
に
想
像
が
つ
く
。「
つ
い
三
日
前
に
も
、
す
ぐ
ち
か
く
の
三
条
大
橋
で
切
り
あ
い
が
あ
っ
た
」
と

あ
る
と
お
り
、
攘
夷
派
と
佐
幕
派
と
の
争
い
が
日
常
的
に
起
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

三
吉
が
立
派
な
車
大
工
に
な
る
と
宣
言
し
た
五
月
二
十
日
以
降
、
こ
の
地
域
の
治
安
は
ま
す
ま
す
悪
化
し
て
い
く
。
六
月
五
日
に
は
新
撰
組
に
よ
る
尊
王

攘
夷
派
襲
撃
事
件
、
い
わ
ゆ
る
池
田
屋
事
件
が
起
き
る
。
実
は
、
こ
の
翌
日
、
原
因
は
不
明
だ
が
、
山
鉾
町
付
近
の
柳
馬
場
蛸
薬
師
周
辺
で
火
災
が
起
き

た
。
こ
の
と
き
の
火
災
に
よ
っ
て
、
少
な
か
ら
ず
祇
園
祭
も
影
響
を
受
け
、
山
鉾
の
出
発
を
例
年
よ
り
も
遅
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。

　

三
吉
と
親
方
の
作
っ
た
車
が
五
月
二
十
日
に
完
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
デ
ビ
ュ
ー
は
元
治
元
年
の
祇
園
祭
で
あ
っ
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ

う
。
火
災
に
よ
る
出
発
の
遅
れ
。「
さ
ん
ち
き
」
の
つ
く
っ
た
車
は
、
の
っ
け
か
ら
憂
き
目
に
遭
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
そ
れ
か
ら
二
个
月
後
、
京
都
の
町
は
大
き
な
災
禍
に
み
ま
わ
れ
る
。
蛤
御
門
の
変
が
起
き
た
の
だ
。
こ
の
と
き
の
争
い
に
よ
っ
て
火
の
手
が
上

が
り
、
あ
っ
と
い
う
間
に
京
都
の
町
は
焼
き
尽
く
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
の
ち
に
元
治
の
大
火
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
大
き
な
火
災
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ

ん
、
こ
の
火
災
に
よ
っ
て
山
鉾
町
も
大
き
な
被
害
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
も
、
こ
れ
は
天
災
で
は
な
く
人
災
で
あ
る
。
そ
の
被
害
は
ど
の
程
度
で

あ
っ
た
の
か
。

　

 　

七
月
十
九
日
、
禁
門
の
変
に
よ
り
京
都
は
一
面
焼
土
と
化
す
。
こ
の
時
も
火
は
三
日
三
晩
燃
え
つ
づ
け
、
山
鉾
町
の
す
べ
て
が
罹
災
す
る
。
池
田
屋
の

事
変
で
は
な
ん
ら
の
支
障
を
き
た
さ
な
か
っ
た
祇
園
会
も
、
こ
の
ど
ん
ど
焼
き
で
山
鉾
の
多
く
を
失
い
、
翌
年
か
ら
の
祭
礼
に
大
き
な
影
響
を
蒙
っ
た
 *36

。
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な
ん
と
ほ
と
ん
ど
の
山
鉾
が
燃
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
そ
の
結
果
、
翌
年
以
降
、
祇
園
祭
は
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
は
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
。

　

 　

元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
七
月
の
禁
門
の
変
に
よ
り
、
罹
災
す
る
こ
と
著
し
か
っ
た
山
鉾
町
は
、
引
き
続
く
維
新
の
動
乱
に
あ
っ
て
、
山
鉾
復
興
に
大

き
な
努
力
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
大
火
翌
年
の
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
は
、
前
祭
に
山
鉾
の
巡
行
は
な
く
、
後
祭
も
わ
ず
か
に
橋
弁
慶
山
・
役

行
者
山
・
鈴
鹿
山
（
唐
櫃
の
み
）
の
山
三
基
が
巡
行
す
る
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
も
明
治
二
年
の
函
谷
鉾
の
復
興
ま
で
鉾
の
巡
行
は
な
く
、
数

基
の
山
が
漸
次
巡
行
に
加
わ
っ
て
い
っ
た
よ
う
な
状
況
が
続
い
て
い
た
の
で
あ
る
 *37

。

　

立
派
な
車
大
工
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
く
れ
る
は
ず
の
車
、
腕
の
良
い
車
大
工
「
さ
ん
ち
き
」
の
よ
り
ど
ろ
こ
で
あ
っ
た
車
は
、
侍
た
ち
の
争
い
に

よ
っ
て
、
わ
ず
か
二
个
月
後
に
は
燃
え
て
し
ま
う
の
だ
。
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
に
よ
う
や
く
函
谷
鉾
が
復
興
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
罹
災
後
、
五
年
間

は
鉾
の
巡
行
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

 　

よ
う
や
く
明
治
三
年
、
長
刀
鉾
、
月
鉾
、
鶏
鉾
が
巡
行
に
加
わ
り
、
さ
ら
に
明
治
五
年
の
前
祭
に
は
、
長
刀
鉾
・
函
谷
鉾
・
月
鉾
・
鶏
鉾
・
放
下
鉾
の

鉾
五
基
が
そ
ろ
い
、
山
も
ほ
と
ん
ど
復
興
し
て
、
後
祭
に
は
、
北
観
音
山
が
加
わ
る
な
ど
、
前
祭
、
後
祭
と
も
、
ほ
ぼ
罹
災
前
の
姿
と
な
っ
た
。
し
か

し
、
船
鉾
の
復
興
に
は
明
治
二
十
二
年
ま
で
ま
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
 *38

。

　
「
明
治
二
十
二
年
ま
で
ま
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
で
完
全
に
復
興
し
た
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
よ
う
だ
。
傘
鉾
は
一
九
八
一
年
の
時

点
に
お
い
て
、「
元
治
元
年
の
大
火
で
焼
失
、
現
在
に
至
る
ま
で
中
絶
し
て
い
る
 *39

」
と
あ
る
。
ほ
か
に
も
、
二
〇
一
〇
年
に
は
、
大
船
鉾
の
復
興
が
ニ
ュ
ー

ス
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
を
見
る
限
り
、
そ
の
影
響
は
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
大
き
な
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

　

特
に
「
下
京
市
街
の
罹
災
率
は
高
く
、
約
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
に
達
し
 *40

」
て
お
り
、
三
条
大
橋
の
西
側
一
帯
、
つ
ま
り
、
車
伝
付
近
は
焦
土
と
化
し

た
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
親
方
と
と
も
に
つ
く
っ
た
車
は
お
ろ
か
、「
さ
ん
ち
き
」
が
修
行
に
励
み
、
立
派
な
車
を
次
々
に
生
み
出
し
て
い
く
は
ず
だ
っ
た

車
伝
す
ら
焼
失
し
て
し
ま
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
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た
し
か
に
、
歴
史
的
な
流
れ
を
見
れ
ば
、
山
鉾
の
復
興
も
着
々
と
な
さ
れ
て
お
り
、
京
都
の
町
の
人
々
は
め
げ
る
こ
と
な
く
復
興
に
励
ん
だ
か
の
よ
う
に

も
見
え
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
人
々
が
そ
う
だ
っ
た
か
と
言
え
ば
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
元
治
の
大
火
が
当
時
の
人
々
に
精
神
的
な
シ
ョ
ッ
ク

を
与
え
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
は
ず
だ
。
若
山
要
助
日
記
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

 　

刻
限
ハ
辰
ノ
刻
、
河
原
町
三
条
長
州
屋
敷
ニ
火
の
手
上
り
候
ニ
付
、
上
辺
之
町
人
男
女
雑
具
つ
ゞ
ら
持
運
ひ
、
上
を
下
へ
と
か
へ
し
大
混
雑
ニ
相
成
、

其
中
ニ
大
筒
鉄
炮
の
打
合
有
レ

之
。
鎧
武
者
の
死
人
夥
し
く
有
レ

之
。
京
中
貴
賤
老
若
男
女
か
ま
ひ
す
く
泣
き
叫
び
、
東
西
男
（
南
）
北
ニ
迷
ひ
廻
り
、
誠

ニ
目
も
あ
て
ら
れ
ぬ
事
共
也
 *41

。

　

ま
た
、
小
出
哲
太
郎
氏
所
蔵
文
書
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

 　

申
の
刻
よ
り
夜
ニ
い
れ
と
、
提
灯
さ
へ
も
取
あ
へ
す
、
う
ろ
た
へ
ま
わ
り
て
逃
出
す
。
其
夜
は
何
方
に
て
寝
る
と
い
ふ
積
り
も
な
く
、
唯
あ
て
と
な
し

に
逃
行
け
る
。（
中
略
）
廿
日
昼
後
よ
り
又
々
山
を
越
し
て
在
方
へ
逃
行
、
少
々
宛
の
衣
類
の
包
飯
ひ
つ
さ
ら
い
、
重
病
人
年
よ
り
ハ
人
の
背
に
お
ハ
し
、

こ
け
つ
ま
ろ
ひ
つ
あ
と
を
見
れ
は
、
子
ハ
親
に
は
な
れ
、
親
ハ
子
を
失
る
。
さ
か
し
も
と
め
る
事
も
な
ら
す
。
病
人
産
婦
を
戸
板
ニ
乗
せ
、
途
中
に
て
子

を
う
む
も
有
り
死
す
る
者
も
有
り
。
漸
寺
院
の
門
前
、
宮
の
拝
殿
ま
た
ハ
百
姓
の
軒
ニ
む
し
ろ
を
か
り
て
其
夜
を
凌
く
、
こ
ら
へ
か
た
き
ハ
食
事
に
て
用

意
と
て
も
あ
ら
さ
れ
は
、
や
う
や
う
ひ
ツ
に
残
り
し
冷
飯
を
少
ゝ
ツ
ツ
わ
か
ち
、
其
夜
を
し
の
く
七
月
廿
一
日
朝
、
漸
々
火
鎮
り
、
せ
め
て
の
事
に
灰
か

き
し
て
、
少
し
の
物
を
も
掘
お
こ
さ
む
と
、
家
内
皆
々
つ
れ
立
て
我
家
の
焼
跡
こ
ゝ
ハ
台
所
、
爰
ハ
座
鋪
、
こ
ハ
仏
壇
、
爰
ハ
た
ん
す
、
此
辺
ハ
お
し
入

と
、
焼
し
瓦
を
か
き
の
け
て
掘
と
も
〳
〵
形
ち
も
な
し
 *42

。

　

火
災
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
人
々
の
様
子
と
そ
の
後
の
苦
難
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
記
録
を
ふ
ま
え
て
考
え
た
と
き
、
災
禍
に
見
舞
わ
れ
た
「
さ

ん
ち
き
」
が
、
ま
っ
た
く
何
も
感
じ
な
か
っ
た
と
は
到
底
思
え
な
い
。
山
鉾
は
も
ち
ろ
ん
、
車
伝
す
ら
燃
え
て
し
ま
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
よ
う
な
状
況

下
に
お
い
て
、
仮
に
親
方
や
お
か
み
さ
ん
、「
さ
ん
ち
き
」
自
身
は
助
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
心
中
は
察
す
る
に
あ
ま
り
あ
る
。

　

思
い
返
し
て
み
れ
ば
、
三
吉
は
斬
ら
れ
て
い
る
侍
を
目
撃
し
た
だ
け
で
も
、
お
ろ
お
ろ
と
し
て
し
ま
う
よ
う
な
少
年
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
少
年
が
、
目
の
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前
に
広
が
る
惨
状
と
そ
の
後
の
焼
け
野
原
を
目
に
し
た
と
き
、
正
気
で
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
、
車
の
完
成
か
ら
わ
ず
か
二
个
月
後
に
こ
の
よ
う
な
未
来
が
待
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
指
導
書
で
は
「
考
え
を
深
め
る
設
問
」
と
し

て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

 　

三
吉
が
将
来
、
り
っ
ぱ
な
車
大
工
に
な
っ
て
、
自
分
が
初
め
て
作
っ
た
矢
を
数
十
年
ぶ
り
に
見
た
と
し
た
ら
、
ど
ん
な
こ
と
を
思
う
だ
ろ
う
か
。
そ
の

と
き
の
三
吉
の
心
情
を
想
像
し
て
書
い
て
み
よ
う
。　

　

な
ん
と
も
の
ん
き
な
質
問
の
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る
が
、
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
こ
の
物
語
を
︿
閉
じ
ら
れ
た
世
界
﹀
と
し
て
考
え
れ
ば
、
こ
の
問
い

も
成
立
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
歴
史
的
な
時
系
列
の
中
に
位
置
づ
け
た
と
た
ん
、
こ
の
問
い
は
ひ
ど
く
滑
稽
な
も
の
に
う
つ
る
。
数
十
年
ど
こ

ろ
か
、
わ
ず
か
二
个
月
後
に
こ
の
車
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
。

　

親
方
は
侍
を
批
判
す
る
と
同
時
に
、
職
人
の
仕
事
が
侍
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
立
派
な
も
の
だ
と
言
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
よ
り
に
よ
っ
て
「
な
に
も
残

さ
ん
と
死
ん
で
い
く
」
と
親
方
が
批
判
し
て
い
た
侍
た
ち
の
争
い
に
よ
っ
て
、「
白
く
か
が
や
い
て
」
い
た
車
は
黒
い
灰
と
化
し
て
し
ま
う
の
だ
。
し
か
も
、

明
治
維
新
以
降
、
こ
れ
も
ま
た
侍
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
職
人
た
ち
に
と
っ
て
不
遇
の
時
代
が
も
た
ら
さ
れ
る
。

　

も
し
、
生
徒
に
考
え
さ
せ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
惨
劇
に
見
舞
わ
れ
た
三
吉
が
、
そ
の
後
、
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
。
彼
の
前
に
あ
る
の
は
絶

望
か
、
そ
れ
と
も
希
望
か
。
そ
の
点
こ
そ
、
ま
さ
に
「
考
え
を
深
め
る
設
問
」
と
し
て
問
い
か
け
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四　

ロ
ー
ソ
ク
の
あ
か
り
を
吹
き
消
す
と
い
う
こ
と

　　

こ
の
物
語
は
「
三
吉
は
仕
事
場
に
お
り
て
ロ
ー
ソ
ク
を
と
も
し
た
」
と
い
う
一
文
で
始
ま
り
、「
そ
れ
か
ら
、
思
い
き
り
息
を
す
い
こ
ん
で
、
ロ
ー
ソ
ク
の

あ
か
り
を
ひ
と
ふ
き
で
消
し
た
」
と
い
う
一
文
で
幕
を
閉
じ
る
。
指
導
書
に
も
「
明
か
り
を
つ
け
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、
消
す
と
こ
ろ
で
終
わ
る
作
品
」

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
ロ
ー
ソ
ク
に
始
ま
っ
て
、
ロ
ー
ソ
ク
に
終
わ
る
物
語
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。

　

ロ
ー
ソ
ク
が
登
場
す
る
の
は
、
冒
頭
と
結
末
ば
か
り
で
は
な
い
。
三
吉
が
名
前
を
彫
っ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
「
な
に
し
と
る
ん
や
！
」
と
親
方
が
怒
鳴
っ
て
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現
れ
た
あ
の
場
面
で
三
吉
は
、「『
ロ
ー
ソ
ク
が
、
も
っ
た
い
な
い
や
な
い
か
！
』
と
ど
な
ら
れ
そ
う
な
気
が
し
た
」
か
ら
、「
あ
わ
て
て
ロ
ー
ソ
ク
の
あ
か
り

を
ふ
き
け
し
た
」
の
だ
っ
た
。

　

こ
の
場
面
、
よ
く
よ
く
考
え
て
み
る
と
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
吉
は
、
大
事
な
車
に
自
分
の
名
前
を
彫
っ
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
う
し
ろ
め
た

さ
を
感
じ
て
い
た
は
ず
だ
。
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
突
然
怒
鳴
ら
れ
て
ロ
ー
ソ
ク
の
こ
と
を
心
配
す
る
と
い
う
の
は
、
自
然
な
反
応
と
は
言
い
が

た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
突
然
の
大
声
に
驚
き
混
乱
し
て
い
た
か
ら
、
あ
る
い
は
、
親
方
の
い
る
位
置
か
ら
三
吉
の
手
元
は
見
え
ず
、
そ
れ
が
分
か
っ
て
い
た
か

ら
名
前
よ
り
も
ロ
ー
ソ
ク
に
意
識
が
向
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
解
釈
は
成
り
立
つ
。

　

し
か
し
、
こ
の
場
面
が
読
者
に
何
ら
か
の
解
釈
を
ゆ
だ
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
、
そ
ん
な
不
自
然
な
場
面
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
だ
ろ

う
。
し
か
も
、
こ
れ
も
ま
た
不
自
然
に
も
感
じ
ら
れ
る
が
、
最
後
の
最
後
、
結
末
の
と
こ
ろ
で
親
方
は
「
は
っ
は
っ
は
っ
、
さ
あ
、
も
う
ね
ろ
。
ロ
ー
ソ
ク

が
も
っ
た
い
な
い
や
な
い
か
」
と
口
に
し
て
い
る
。
こ
こ
へ
き
て
親
方
は
、
最
初
に
三
吉
が
心
配
し
て
い
た
ロ
ー
ソ
ク
に
つ
い
て
の
注
意
を
与
え
る
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
な
展
開
を
み
る
と
、
ロ
ー
ソ
ク
に
読
者
の
注
意
が
向
く
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
す
ら
思
え
て
く
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ロ
ー

ソ
ク
に
注
目
せ
ず
に
こ
の
物
語
を
読
む
こ
と
は
、
何
か
を
見
落
と
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
こ
の
物
語
に
お
い
て
、
ロ
ー

ソ
ク
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
の
か
。
最
後
に
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

ロ
ー
ソ
ク
の
登
場
す
る
場
面
を
再
度
確
認
し
て
み
る
と
、
最
初
に
ロ
ー
ソ
ク
が
登
場
す
る
の
は
冒
頭
だ
。「
仕
事
場
に
お
り
て
ロ
ー
ソ
ク
を
と
も
し
た
」
三

吉
は
鉾
の
車
を
見
上
げ
、
そ
の
荘
厳
な
姿
に
見
と
れ
て
た
め
息
を
つ
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
名
前
を
彫
り
始
め
て
し
ば
ら
く
し
た
と
こ
ろ
で
、
起
き
出
し

て
き
た
親
方
に
突
然
怒
鳴
ら
れ
、「
三
吉
は
、
あ
わ
て
て
ロ
ー
ソ
ク
の
あ
か
り
を
ふ
き
け
」
し
た
の
だ
っ
た
。

　

そ
の
後
、
親
方
の
指
示
で
再
び
ロ
ー
ソ
ク
に
火
を
灯
し
た
三
吉
は
、
不
本
意
な
が
ら
も
名
前
を
彫
り
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
今
度
は
車
伝

の
目
の
前
の
通
り
で
侍
が
斬
ら
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
き
る
。
こ
の
と
き
は
「
外
で
ど
さ
っ
と
い
う
音
が
し
」
た
た
め
に
、「
ふ
た
り
は
び
く
っ
と
顔
を
み
あ

わ
せ
」、「
親
方
が
ロ
ー
ソ
ク
を
ゆ
び
さ
す
と
同
時
に
、
三
吉
が
ふ
き
け
し
た
」
の
だ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
物
語
で
は
三
吉
に
と
っ
て
恐
怖
を
感
じ
る
よ
う
な
場
面
で
ロ
ー
ソ
ク
の
火
が
吹
き
消
さ
れ
、
暗
闇
が
訪
れ
て
い
る
。
指
導
書
で
も

「
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
闇
は
幕
末
の
混
沌
と
し
た
物
騒
な
世
界
を
暗
示
す
る
と
も
い
え
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
ロ
ー
ソ
ク
の
あ
か
り
が
消
え
た

あ
と
の
暗
闇
は
、
物
騒
な
幕
末
京
都
の
不
穏
な
空
気
を
象
徴
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
良
い
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
い
ず
れ
の
場
面
に
お
い
て
も
、
暗
闇
は
緊

張
感
の
高
ま
る
状
況
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。
映
画
で
あ
れ
ば
、
こ
の
闇
に
は
恐
怖
や
不
安
を
感
じ
さ
せ
る
Ｂ
Ｇ
Ｍ
が
よ
く
似
合
う
。
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こ
の
点
を
無
視
し
て
読
み
進
め
て
し
ま
う
と
「
さ
ん
ち
き
は
、
き
っ
と
ウ
デ
の
え
え
車
大
工
に
な
る
で
」
と
つ
ぶ
や
い
て
ロ
ー
ソ
ク
の
火
を
吹
き
消
し
た

と
し
て
も
、
読
者
の
頭
の
中
に
浮
か
ぶ
イ
メ
ー
ジ
の
中
で
は
そ
の
明
か
り
は
消
え
ず
、
三
吉
の
姿
が
ま
だ
見
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
教
科
書

『
新
編　

新
し
い
国
語
１
』（
二
〇
一
六
）
の
最
後
の
挿
絵
に
は
、
ロ
ー
ソ
ク
の
あ
か
り
の
中
で
輝
く
三
吉
の
姿
が
カ
ラ
ー
で
描
か
れ
て
い
る
か
ら
、
国
語
の

授
業
中
に
読
ん
で
い
る
と
、
な
お
さ
ら
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て
し
ま
い
や
す
い
。
た
し
か
に
、
こ
の
挿
絵
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
し
ま
う

と
、
明
る
い
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
に
思
え
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
そ
う
で
は
な
い
。
ロ
ー
ソ
ク
の
火
は
消
え
、
再
び
あ
の
暗
闇
が
訪
れ
た
と
こ
ろ
で
こ
の
物
語
は
幕
を
閉
じ
て
い
る
の
だ
。
歴

史
的
事
実
ば
か
り
で
は
な
く
、
ロ
ー
ソ
ク
の
使
わ
れ
方
、
明
暗
の
使
い
分
け
に
目
を
向
け
て
み
て
も
、
や
は
り
「
さ
ん
ち
き
」
に
幸
せ
な
未
来
が
待
っ
て
い

る
と
は
言
い
切
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
だ
。

　

ロ
ー
ソ
ク
が
伏
線
だ
っ
た
と
ま
で
は
言
は
な
い
が
、
最
後
に
「
さ
ん
ち
き
」
が
ロ
ー
ソ
ク
の
あ
か
り
を
吹
き
消
し
た
あ
と
、
京
都
の
町
は
暗
闇
の
喚
起
す

る
イ
メ
ー
ジ
の
と
お
り
、
未
曾
有
の
人
災
に
み
ま
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
歴
史
的
事
実
を
念
頭
に
お
い
て
、
物
語
の
締
め
く
く
り
と
な
る
最
後
の
一
文
で
ロ
ー

ソ
ク
の
あ
か
り
が
吹
き
消
さ
れ
た
と
い
う
事
実
に
着
目
す
る
と
、「
さ
ん
ち
き
」
の
未
来
が
明
る
い
も
の
と
な
る
の
か
ど
う
か
、
ま
す
ま
す
懐
疑
的
に
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
。

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
理
解
し
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
で
、
生
徒
た
ち
に
は
ぜ
ひ
考
え
て
も
ら
い
た
い
。「
さ
ん
ち
き
」
の
未
来
は
一
体
ど
う

な
る
の
か
。
も
し
、
あ
な
た
が
三
吉
／
「
さ
ん
ち
き
」
と
同
じ
立
場
だ
っ
た
ら
、
ど
う
振
る
ま
う
か
。
幕
末
同
様
、
先
行
き
不
透
明
な
時
代
を
生
き
抜
い
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
点
こ
そ
、
生
徒
一
人
ひ
と
り
に
考
え
さ
せ
る
べ
き
設
問
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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*1 
渡
邉
美
雄
「
文
学
テ
ク
ス
ト
が
国
語
教
室
に
も
た
ら
す
も
の
」（『
日
本
文
学
』
二
〇
〇
〇
年
三
月
）

*2 
吉
橋
通
夫
『
京
の
か
ざ
ぐ
る
ま
』
日
本
標
準
、
二
〇
〇
七
年
六
月
。

*3 

徒
弟
制
は
江
戸
時
代
に
お
い
て
制
度
と
し
て
の
広
ま
り
を
み
せ
た
が
、
誰
で
も
弟
子
に
な
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
遠
藤
元
男
は
「
徒
弟
は
雇
用

労
働
力
で
あ
る
か
ら
、
親
方
―
徒
弟
間
の
結
合
は
契
約
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
徒
弟
と
し
て
弟
子
入
り
を
許
さ
れ
る
も
の
は
、
一
般
の
奉
公
人
の
場
合
と
同
様
に
、
ま
ず
賤

民
で
な
い
こ
と
と
犯
過
者
で
な
い
こ
と
が
、
重
要
な
条
件
と
し
て
要
求
さ
れ
（『
日
本
職
人
史
の
研
究
Ⅰ　

日
本
職
人
史
序
説
』
雄
山
閣
、
一
九
八
五
年
一
月
、
一
四
一
頁
。）」
た
と
指
摘

し
て
い
る
。

*4 

遠
藤
元
男
『
日
本
職
人
史
の
研
究
Ⅵ　

日
本
職
人
史
百
話
』
雄
山
閣
、
一
九
八
五
年
一
二
月
、
三
〇
五
頁
。

*5 

遠
藤
元
男
『
日
本
職
人
史
の
研
究
Ⅴ　

建
築
・
金
工
職
人
史
話
』
雄
山
閣
、
一
九
八
五
年
九
月
、
一
一
〇
頁
。

*6 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
連
続
テ
レ
ビ
小
説
『
お
し
ん
』
第
５
話
参
照
。

*7 

遠
藤
元
男
『
日
本
職
人
史
の
研
究
Ⅳ　

職
人
と
生
活
文
化
』
雄
山
閣
、
一
九
八
五
年
七
月
、
四
九
頁
。

*8 

前
掲
７
、四
八
頁
。

*9 

前
掲
７
、五
一
頁
。

*10 

前
掲
７
、四
六
頁
。

*11 

『
松
翁
道
話
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
六
年
一
月
、
三
五
頁
）
に
は
、
十
八
世
紀
終
わ
り
頃
の
弟
子
の
過
酷
さ
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
或
所
に
大
工
殿
が
あ
る
。
其
弟

子
を
仕
込
ま
し
や
る
、
厳
し
い
も
の
ぢ
や
。
昼
は
仕
事
先
一
日
働
き
、
暮
に
戻
れ
ば
、
水
を
汲
み
、
風
呂
を
焚
き
、
夜
食
を
仕
廻
ふ
と
、
四
ッ
過
ま
で
夜
業
さ
す
。
朝
も
と
う
か
ら
起
き

て
、
め
し
炊
い
た
り
、
掃
除
仕
廻
う
て
仕
事
に
行
く
。
内
の
息
子
殿
は
、
け
ふ
は
頭
痛
が
す
る
と
い
う
て
は
休
み
、
腹
が
痛
む
と
い
う
て
は
休
み
、
近
所
の
医
者
殿
に
見
せ
る
」

*12 

弟
子
の
義
務
に
つ
い
て
遠
藤
元
男
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
徒
弟
は
忠
実
・
勤
勉
に
技
術
の
習
得
に
は
げ
み
、
そ
の
秘
密
を
保
持
す
る
こ
と
が
何
よ
り
も
要
請
さ
れ
る
が
、
そ
の

ほ
か
に
、
親
方
の
家
族
の
一
員
と
し
て
住
込
み
で
あ
っ
た
か
ら
、
終
日
を
家
事
労
働
（
水
汲
み
・
飯
炊
き
・
庭
掃
き
・
風
呂
焚
き
・
使
走
り
・
子
守
り
な
ど
の
雑
役
）
に
も
従
事
さ
せ
ら

れ
た
。
ま
た
、
親
方
に
無
断
で
暇
取
・
欠
落
す
る
こ
と
は
堅
く
禁
じ
ら
れ
、
奉
公
期
間
中
に
暇
を
と
っ
た
も
の
に
対
し
て
、
請
人
（
保
証
人
）
か
ら
一
ヵ
月
幾
ら
の
飯
料
を
弁
償
さ
せ
た

し
、
さ
ら
に
「
何
某
義
行
状
よ
ろ
し
か
ら
ず
、
よ
っ
て
今
般
当
家
よ
り
…
…
」
と
い
う
回
状
を
仲
間
に
廻
し
て
、
ほ
か
の
親
方
の
と
こ
ろ
で
雇
用
さ
せ
な
い
申
合
せ
が
、
輪
島
の
塗
師
仲

間
で
は
あ
っ
た
（『
輪
島
町
史
』）。
そ
し
て
、
徒
弟
は
無
断
で
ほ
か
の
親
方
の
も
と
で
働
く
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
て
、
た
と
え
一
日
の
臨
時
雇
い
で
あ
っ
て
も
、
親
方
相
互
間
の
了
解
を

必
要
と
し
て
い
た
。」（『
日
本
職
人
史
の
研
究
Ⅰ 

日
本
職
人
史
序
説
』
雄
山
閣
、
一
九
八
五
年
一
月
、
一
四
四
頁
―
一
四
五
頁
。）

*13 

前
掲
５
、六
一
頁
。

*14 

若
林
喜
三
郎
編
『
輪
島
町
史
』
輪
島
町
役
場
、
一
九
五
四
年
三
月
、
四
九
四
頁
。

*15 

前
掲
５
、一
一
一
頁
。

*16 

遠
藤
元
男
『
日
本
職
人
史
の
研
究
Ⅰ　

日
本
職
人
史
序
説
』
雄
山
閣
、
一
九
八
五
年
一
月
、
四
三
頁
。

*17 

乙
竹
岩
造
『
日
本
庶
民
教
育
史 

中
巻
』
目
黒
書
店
、
一
九
二
九
年
九
月
、
三
九
八
頁
。

210310_教育研究34_縦.indb   37 2021/03/10   17:34:34



38― ―

*18 

前
掲
７
、四
三
頁
。

*19 
前
掲
17
、
六
一
二
頁
。

*20 
海
後
勝
雄
・
廣
岡
亮
蔵
『
近
代
教
育
史
（
Ⅰ
）』
誠
文
堂
新
光
社
、
一
九
五
一
年
九
月
、
三
二
〇
頁
―
三
二
一
頁
。

*21 

網
野
善
彦
『
日
本
の
歴
史
を
よ
み
な
お
す
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
五
年
七
月
、
三
六
頁
―
三
七
頁
。

*22 

前
掲
７
、四
七
頁
。

*23 

前
掲
７
、四
七
頁
。

*24 

前
掲
16
、
一
四
七
頁
―
一
四
八
頁
。

*25 

遠
藤
元
男
『
日
本
職
人
史
の
研
究
Ⅲ　

近
世
職
人
の
世
界
』
雄
山
閣
、
一
九
八
五
年
六
月
、
九
五
頁
。

*26 

前
掲
16
、
一
四
八
頁
。

*27 

前
掲
７
、五
五
頁
。

*28 

前
掲
７
、五
五
頁
。

*29 

『
世
界
大
百
科
事
典
』
平
凡
社
参
照
。

*30 

本
名
に
「
三
」
が
付
く
と
い
う
こ
と
は
、
貧
し
い
家
の
三
男
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

*31 

市
村
弘
正
『［
増
補
］「
名
付
け
」
の
精
神
史
』
平
凡
社
、
二
〇
一
三
年
八
月
、
一
四
四
頁
。

*32 

前
掲
16
、
一
四
五
頁
―
一
四
六
頁
。

*33 

田
中
宣
一
『
名
づ
け
の
民
俗
学
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
四
年
三
月
、
一
三
八
頁
。

*34 

出
口
顯
『
名
前
の
ア
ル
ケ
オ
ロ
ジ
ー
』
紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
九
五
年
九
月
、
一
九
二
頁
―
一
九
三
頁
。

*35 

京
都
市
『
史
料　

京
都
の
歴
史　

第
十
二
巻　

下
京
区
』
平
凡
社
、
一
九
八
一
年
一
二
月
、
四
四
頁
。

*36 

祇
園
祭
編
纂
委
員
会
・
祇
園
祭
山
鉾
連
合
会
編
『
祇
園
祭
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
六
年
六
月
、
二
八
頁
。

*37 

前
掲
36
に
同
じ
。

*38 

前
掲
36
、
二
九
頁
。

*39 

前
掲
35
、
一
〇
五
頁
。

*40 

京
都
市
『
史
料　

京
都
の
歴
史　

第
四
巻　

市
街
・
生
業
』
平
凡
社
、
一
九
八
一
年
一
月
、
五
五
五
頁
。

*41 

京
都
市
『
史
料　

京
都
の
歴
史　

第
五
巻　

社
会
・
文
化
』
平
凡
社
、
一
九
八
四
年
三
月
、
五
二
五
頁
。

*42 

『
幕
末
京
都
図
巻
』
京
都
市
歴
史
資
料
館
所
蔵
。

　

な
お
、
本
文
の
引
用
は
吉
橋
通
夫
「
さ
ん
ち
き
」（『
京
の
か
ざ
ぐ
る
ま
』
岩
崎
書
店
、
一
九
八
八
年
六
月
所
収
）
に
よ
っ
た
。
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