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y
茜
ζ
一
巳
Φ
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匝
さ
軽
愚
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ミ
誉
、
Q
ミ
§
甲
紅
蓮
§
寒
国
§
咄

　
　
§
　
§
賦
○
書
轟
僑
§
砺
書
鑛
ぎ
昏
さ
罎
動

　
　
§
ミ
鼻
N
O
o
溶
－
郡
民
め

バ
ル
バ
ラ
・
ミ
ッ
ト
ラ
i
著

『
中
国
の
た
め
の
新
聞
？
　
上
海
新
聞
メ
デ
ィ
ア
の

「
力
」
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
変
容
、
一
八
七
ニ
ー
⊥
九
｝
二
年
一
』

片
　
柳
　
香
織

　
欧
米
や
日
本
の
中
国
史
研
究
に
お
い
て
「
西
洋
中
心
主
義
扁
へ
の
批
判
が

本
格
化
し
た
の
は
一
九
八
○
年
代
か
ら
で
あ
る
。
「
彌
洋
の
衝
撃
」
（
ウ
エ
ス

タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
）
が
中
心
に
据
え
ら
れ
、
中
国
の
主
体
性
が
軽
視
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
「
知
の
帝
国
主
義
」
で
あ
る
と
断
じ
た
ア
メ
リ
カ
の
ポ
ー

ル
・
A
・
コ
ー
エ
ン
は
、
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
「
中
国
自
身
に
即
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

た
ア
プ
ロ
ー
チ
扁
を
提
唱
し
た
。
こ
れ
は
中
国
の
内
発
的
変
化
の
重
視
や
、

地
域
社
会
へ
の
注
目
を
意
味
す
る
も
の
で
、
以
来
ア
メ
リ
カ
で
は
地
域
史
や

都
市
研
究
の
領
域
で
優
れ
た
研
究
が
相
次
い
で
い
る
。
日
本
に
お
い
て
も
濱

　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

下
武
志
の
朝
貢
貿
易
論
や
溝
口
雄
三
の
中
国
基
体
論
な
ど
は
、
西
洋
中
心
主

義
史
観
を
脱
却
し
た
新
た
な
中
国
像
を
築
い
た
と
言
え
る
。

　
し
か
し
、
西
洋
中
心
主
義
批
判
の
行
き
過
ぎ
は
多
方
面
か
ら
指
摘
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
野
英
一
は
経
済
史
の
分
野
か
ら
、
近
代
中
国
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

藪
洋
の
重
要
性
を
確
認
し
、
近
代
中
国
像
の
再
構
成
を
試
み
て
い
る
。
こ
の

問
題
を
考
え
る
上
で
、
別
の
角
度
か
ら
示
唆
を
与
え
る
の
が
在
華
西
洋
人
の

存
在
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
帝
国
史
の
領
域
で
は
、
在
華
イ
ギ
リ
ス
人
に
関
す

る
研
究
が
以
前
か
ら
な
さ
れ
て
き
た
。
特
に
、
上
海
に
関
す
る
も
の
は
豊
富

で
、
「
シ
ャ
ン
ハ
イ
ラ
ン
ダ
ー
」
と
自
称
し
た
イ
ギ
リ
ス
人
に
つ
い
て
の
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

究
は
二
〇
世
紀
初
頭
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
数
多
く
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、

多
く
の
イ
ギ
リ
ス
帝
国
史
研
究
者
は
イ
ギ
リ
ス
本
国
と
の
関
係
を
重
視
し
、

在
華
イ
ギ
リ
ス
人
を
中
国
の
「
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
」
と
位
置
付
け
た
。
他
方
、

大
陸
の
中
国
史
研
究
に
お
い
て
も
、
帝
国
主
義
支
配
を
糾
弾
す
る
、
と
い
う

立
場
か
ら
イ
ギ
リ
ス
帝
国
史
と
は
全
く
異
な
る
も
の
の
、
「
敵
」
で
あ
る
在

華
西
洋
人
を
中
国
史
の
外
に
位
置
付
け
る
と
い
う
点
は
共
通
し
て
い
る
。

　
在
華
西
洋
人
が
例
外
的
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
が
中
国
新
聞
史
研
究

の
領
域
で
あ
る
。
一
九
世
紀
以
降
、
新
聞
業
が
在
華
西
洋
人
の
手
に
握
ら
れ

て
い
た
こ
と
か
ら
、
西
洋
人
に
よ
る
新
聞
業
を
門
近
代
新
聞
業
の
祖
扁
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

る
の
は
中
国
新
聞
史
に
お
い
て
も
通
説
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
の

ル
ド
ル
フ
・
G
・
ワ
ー
グ
ナ
ー
は
、
こ
の
こ
と
を
中
国
史
に
お
い
て
も
盛
ん

に
な
っ
て
い
た
公
共
圏
論
争
と
結
び
つ
け
、
西
洋
中
心
主
義
批
判
へ
の
再
検

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

討
の
足
掛
か
り
と
し
た
。
彼
の
同
僚
で
あ
る
ナ
タ
ー
シ
ャ
・
ヴ
ィ
ッ
テ
イ
ン

　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ホ
フ
、
ア
ン
ド
レ
ア
・
ヤ
ン
ク
、
そ
し
て
本
書
の
著
者
で
あ
る
バ
ル
バ
ラ
・

ミ
ッ
ト
ラ
ー
が
そ
の
研
究
を
更
に
発
展
さ
せ
、
今
や
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
は
中

国
新
聞
種
研
究
の
新
た
な
拠
点
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
、
本
書
の
構
成
を
紹
介
し
て
お
く
。

序
論
　
中
国
の
公
共
圏
と
薪
聞
の
「
力
扁
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蘭書

第
一
部
　
メ
デ
ィ
ア
の
創
出

第
…
章
中
国
化
さ
れ
た
外
国
メ
デ
ィ
ア
一
中
国
に
お
け
る
新
聞
の
変
容

　
第
二
章
　
聖
賢
の
言
葉
の
中
に
一
中
国
語
新
聞
の
権
威
と
様
式

　
第
三
章
　
国
家
を
公
共
の
場
に
？
一
『
京
終
』
転
載
の
影
響
と
展
望

第
二
部
　
メ
デ
ィ
ア
を
読
む

　
第
四
章
　
女
性
を
女
性
化
す
る
　
女
性
読
者
の
構
築

　
第
五
章
　
〔
多
重
人
格
」
一
「
上
海
人
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
そ
の
声

　
第
六
章
　
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
性
格
一
上
海
の
新
聞
を
読
む

　
　
　
　
　
　
一
一
九
〇
〇
1
一
九
工
五
年

結
論
　
新
聞
の
「
力
扁
i
再
考

　
序
論
で
は
、
本
書
の
研
究
対
象
と
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
。
ハ
イ
デ
ル
ベ

ル
ク
大
学
の
他
の
研
究
者
と
同
様
、
本
書
の
中
心
と
な
る
の
は
上
海
の
日
刊

紙
隅
申
野
駈
（
一
八
七
一
一
一
一
九
四
九
年
）
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
人
商
人

ア
ー
ネ
ス
ト
・
メ
イ
ジ
ャ
ー
に
よ
っ
て
創
刊
さ
れ
た
『
申
報
』
は
、
廃
刊
ま

で
の
八
○
年
近
く
、
中
国
薪
聞
業
の
中
心
に
鴛
早
し
続
け
た
。
外
国
人
が
経

営
し
、
治
外
法
権
を
有
す
る
租
界
の
中
で
発
展
し
な
が
ら
も
、
中
国
知
識
人

の
支
持
を
得
た
こ
と
や
、
中
国
公
共
圏
の
形
成
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た

こ
と
は
、
ワ
ー
グ
ナ
ー
ら
の
研
究
の
明
ら
か
に
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
外
国
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
『
申
報
』
が
「
中
国

の
た
め
の
新
聞
」
に
な
っ
て
い
っ
た
の
か
。
本
書
の
第
一
の
課
題
は
そ
の

「
中
国
化
」
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
中
国
宮
憲
や

外
国
人
が
『
申
報
』
を
始
め
と
す
る
新
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
力
を
非
常
に
警
戒

し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
新
聞
は
本
当
に
彼
ら
が
恐
れ
た
よ
う

な
革
命
運
動
や
排
外
運
動
を
煽
動
し
た
の
か
。
第
二
の
課
題
は
メ
デ
ィ
ア
と

「
現
実
」
（
リ
ア
リ
テ
ィ
）
の
対
応
関
係
を
読
み
解
き
、
メ
デ
ィ
ア
が
持
つ

力
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
第
一
部
は
、
外
国
メ
デ
ィ
ア
が
「
中
国
化
」
し
て
い
く
た
め
の
様
々
な
工

夫
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
第
一
章
は
、
鴨
申
報
鴫
の
形
式
と
文
体
に
着
目
す

る
。
は
じ
め
に
、
近
代
申
国
新
聞
業
の
先
駆
け
と
な
っ
た
西
洋
人
宣
教
師
の

刊
行
物
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
宣
教
師
達
は
キ
リ
ス
ト
教
が
中
国
の
土
壌
に

受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
、
中
国
の
語
法
や
価
値
体
系
に
従
い
、
異
文
化
性

を
弱
め
よ
う
と
試
み
た
。
後
続
す
る
隅
申
報
燥
な
ど
の
商
業
紙
も
そ
れ
に
倣

い
、
メ
イ
ジ
ャ
ー
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
中
国
文
明
を
中
国
に
売
る
」
こ

と
を
目
指
し
た
。
中
国
風
の
書
式
や
西
暦
と
中
国
暦
を
併
記
し
た
日
付
表
記

法
な
ど
は
、
外
観
に
お
い
て
中
国
的
で
あ
る
と
い
う
ア
ピ
ー
ル
の
表
れ
で
あ

る
。
ま
た
、
新
聞
に
特
徴
的
な
文
体
と
し
て
「
新
文
体
」
と
い
う
も
の
が
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
噸
凶
報
』
創
刊
か
ら
数
十
年
後
、
戊
戌
変
法

期
の
鳶
足
超
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
が
｝
般
的
で
あ
る
。

し
か
し
、
『
申
報
』
と
梁
の
文
体
に
は
い
く
つ
か
の
類
似
点
が
見
ら
れ
る
。

ま
ず
、
『
申
報
騙
に
よ
っ
て
初
め
て
導
入
さ
れ
た
社
説
に
お
い
て
、
科
挙
の

答
案
に
用
い
ら
れ
る
八
股
文
と
よ
く
似
た
構
成
が
見
ら
れ
る
。
八
股
文
の
煩

雑
さ
が
も
た
ら
す
弊
害
は
、
『
申
報
』
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
た

に
も
関
わ
ら
ず
、
八
股
調
の
社
説
は
引
き
継
が
れ
、
梁
手
込
も
同
様
の
文
体

を
用
い
て
い
る
。
更
に
、
「
論
偏
「
説
」
「
記
」
な
ど
古
典
に
由
来
す
る
標
題
、

古
代
の
聖
賢
の
言
葉
の
引
用
な
ど
「
伝
統
へ
の
執
着
」
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、

客
観
性
を
重
ん
じ
る
西
洋
の
新
聞
と
は
異
な
り
、
一
人
称
や
感
嘆
詞
を
多
用

し
主
観
性
に
訴
え
る
こ
と
や
、
「
志
怪
」
や
「
伝
奇
」
と
い
っ
た
伝
統
的
通

俗
文
学
の
要
素
を
娯
楽
記
事
の
み
な
ら
ず
ニ
ュ
ー
ス
記
事
に
も
取
り
入
れ
た

点
も
、
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
、
筆
者
は
中
国
の
ジ
ャ
ー
ナ
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リ
ズ
ム
を
「
文
学
的
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
扁
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
「
新
文

体
」
は
伝
統
的
な
形
式
に
近
代
的
な
内
容
を
盛
り
込
ん
だ
点
が
特
徴
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
梁
啓
超
の
独
創
で
は
な
く
、
『
申
報
』
な
ど
外
国
メ

デ
ィ
ア
が
中
国
化
し
て
い
く
過
程
で
形
成
さ
れ
た
も
の
と
し
、
梁
啓
超
は
そ

の
比
類
無
い
才
能
に
よ
っ
て
そ
れ
を
完
成
の
域
ま
で
高
め
た
だ
け
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
第
二
章
で
は
「
伝
統
へ
の
執
着
」
の
一
つ
と
し
て
、
聖
賢
の
言
葉
の
引
用

が
持
っ
た
意
味
に
つ
い
て
考
慮
す
る
。
始
め
に
、
中
華
昆
国
建
国
と
孫
文
の

大
総
統
就
任
に
対
す
る
『
申
報
』
の
祝
辞
が
紹
介
さ
れ
る
。
こ
れ
は
革
命
の

成
功
と
共
和
国
樹
立
を
讃
え
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
『
孟
子
』
『
論
語
』

『
詩
経
』
な
ど
、
お
お
よ
そ
新
時
代
の
幕
開
け
と
し
て
は
不
似
合
い
な
ほ
ど

多
く
の
古
典
の
引
用
が
見
ら
れ
、
大
総
統
は
古
代
の
賢
路
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ

る
。
こ
れ
を
見
る
限
り
、
「
新
文
体
漏
の
発
展
は
「
古
雅
漏
か
ら
「
今
俗
」

へ
の
移
行
で
あ
る
、
と
い
う
中
国
新
聞
史
の
捉
え
方
に
は
疑
問
を
持
た
ざ
る

を
得
な
い
。
そ
こ
で
、
門
古
雅
」
で
あ
る
聖
賢
の
言
葉
が
、
新
聞
に
ど
の
よ

う
な
効
果
を
も
た
ら
し
た
の
か
を
、
「
貿
易
」
と
「
教
育
」
に
関
す
る
『
申

報
臨
の
記
事
か
ら
読
み
解
く
。
開
国
に
よ
る
商
業
秩
序
の
変
化
は
、
多
く
の

人
々
の
関
心
を
貿
易
へ
と
向
け
た
。
し
か
し
、
「
君
子
は
義
に
昇
り
、
小
人

は
利
に
揚
る
し
と
い
う
噸
論
語
騙
の
言
葉
が
物
語
る
通
り
、
貿
易
に
は
常
に

マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
が
付
き
ま
と
っ
た
。
『
申
報
騙
の
記
事
で
は
こ
の
マ
イ

ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
す
る
た
め
に
、
他
の
記
事
に
は
見
ら
れ
な
い
ほ
ど
多

く
の
古
典
が
引
用
さ
れ
、
貿
易
の
正
統
性
を
古
典
に
よ
っ
て
裏
付
け
よ
う
と

し
て
い
る
。
一
方
、
教
育
に
関
す
る
記
事
を
見
る
と
、
西
洋
式
の
新
教
育
の

導
入
に
関
し
て
は
聖
賢
の
言
葉
に
よ
る
正
統
化
を
行
っ
て
い
る
も
の
の
、
貿

易
に
比
べ
る
と
そ
の
量
は
遙
か
に
少
な
い
と
応
え
る
。
つ
ま
り
、
聖
賢
の
言

葉
は
貿
易
や
共
和
制
の
よ
う
に
旧
来
の
価
値
観
を
覆
す
際
に
必
要
と
さ
れ
、

教
育
の
よ
う
に
伝
統
的
な
価
値
観
と
合
致
す
る
も
の
に
関
し
て
は
あ
ま
り
必

要
と
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
聖
賢
の
言
葉
は
『
申
報
』

の
中
で
、
新
た
な
概
念
に
正
統
性
と
権
威
を
与
え
、
変
化
を
容
易
に
す
る
働

き
を
し
て
い
た
と
筆
者
は
見
て
い
る
。

　
第
　
二
章
で
は
『
申
報
』
な
ど
の
新
メ
デ
ィ
ア
と
旧
来
の
学
報
の
相
互
関
係

に
つ
い
て
考
察
す
る
。
漢
代
以
降
、
中
国
に
は
富
報
が
存
在
し
て
お
り
、
清

代
に
は
『
京
報
』
と
い
う
名
称
で
刊
行
さ
れ
て
い
た
。
『
京
華
』
は
勅
令
、

奏
上
、
朝
廷
内
の
行
事
や
人
事
異
動
な
ど
を
掲
載
し
、
「
報
房
」
と
呼
ば
れ

る
民
間
出
版
社
に
よ
っ
て
印
刷
さ
れ
て
い
た
。
価
格
や
体
裁
は
芝
煮
に
よ
っ

て
異
な
っ
て
い
た
が
内
容
は
同
一
で
、
同
時
代
の
英
字
新
聞
で
は
「
退
屈
な

新
聞
」
と
否
定
的
な
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。
『
業
報
』
に
お
い
て
も
『
京

報
臨
の
報
道
範
囲
の
狭
さ
を
批
判
す
る
記
事
が
多
く
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に

も
関
わ
ら
ず
創
刊
か
ら
清
朝
滅
亡
に
よ
っ
て
『
京
町
』
が
消
滅
す
る
ま
で
、

欠
か
さ
ず
転
載
を
続
け
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
隅
京
報
臨
の
読
者
で
あ

る
士
大
夫
層
を
『
申
報
賑
読
者
と
し
て
取
り
込
む
こ
と
、
初
期
に
お
い
て
は

紙
面
を
埋
め
る
こ
と
、
そ
し
て
『
京
報
㎏
の
持
つ
朝
廷
由
来
の
権
威
を
『
申

報
漏
に
与
え
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
電
信
を
用
い
た
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
よ
り
、
岡
申
報
』
は
『
京
報
』
を
よ
り
迅
速
に
、
よ
り
安
価
に
提

供
す
る
近
代
的
報
房
と
な
っ
て
い
っ
た
。
「
国
家
の
声
」
で
あ
る
『
京
報
騙

が
商
業
紙
の
記
事
の
一
部
と
し
て
扱
わ
れ
た
こ
と
は
、
『
予
報
』
を
商
業
化

し
、
そ
の
権
威
を
落
と
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。
し
か
し
同
時
に
、
『
京

報
嚇
自
体
は
何
ら
変
わ
る
こ
と
な
く
、
「
朝
廷
周
辺
に
限
ら
れ
た
も
の
」
か

ら
「
全
国
の
民
衆
に
向
け
ら
れ
た
も
の
」
へ
と
そ
の
性
格
を
変
え
た
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
。
一
九
世
紀
半
ば
以
降
、
「
半
官
報
」
と
呼
ば
れ
る
半
官
半
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評gtk
臼

民
の
新
聞
の
創
刊
が
相
次
い
だ
。
こ
れ
ら
は
新
メ
デ
ィ
ア
の
商
業
性
・
実
用

性
を
付
加
し
た
工
事
で
あ
っ
た
。
明
京
報
』
転
載
は
薪
メ
デ
ィ
ア
に
『
京

報
』
的
な
権
威
や
形
式
を
与
え
た
の
み
な
ら
ず
、
官
報
に
ス
ピ
ー
ド
や
商
業

性
・
普
遍
性
と
い
っ
た
新
た
な
価
値
観
を
要
求
し
、
そ
の
改
革
を
促
し
た
と

い
う
の
が
筆
者
の
主
張
で
あ
る
。

　
第
二
部
で
は
、
具
体
的
な
記
事
か
ら
、
メ
デ
ィ
ア
が
様
々
な
「
現
実
扁
を

ど
の
程
度
ま
で
反
映
し
、
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
の
か
を
考
察
す
る
。
第
四

章
で
は
日
送
報
隔
の
女
性
に
関
す
る
記
事
や
広
告
を
取
り
上
る
。
『
申
報
騙

を
始
め
、
多
く
の
新
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
は
階
級
を
超
え
て
あ
ら
ゆ
る
人
々

が
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
謳
い
文
句
と
な
っ
て
い
た
が
、
そ
こ

に
必
ず
し
も
女
性
は
含
ま
れ
な
い
。
一
九
世
紀
末
に
な
る
と
い
く
ら
か
の

「
女
性
向
け
」
の
雑
誌
や
記
事
も
用
意
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は

一
部
の
例
外
を
除
き
、
女
性
を
「
国
民
の
母
」
と
し
て
位
置
付
け
、
家
政
と

育
児
を
女
性
の
領
域
と
し
て
再
確
認
す
る
も
の
が
大
半
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
次
に
魍
申
報
』
の
広
告
記
事
の
分
析
を
通
し
て
、
女
性
を
特
に
対
象

と
し
た
も
の
は
美
容
や
育
児
に
関
す
る
も
の
で
、
書
籍
や
機
械
の
広
告
は
専

ら
男
性
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
「
女
性
に
対
す
る
」
記
事
や
広
告
は

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
区
分
を
明
確
に
し
、
旧
来
の
女
性
の
領
域
を
再
確
認
し
、
女

性
解
放
運
動
に
歯
止
め
を
か
け
た
。

　
し
か
し
、
「
女
性
に
つ
い
て
」
の
記
事
は
異
な
る
様
相
を
呈
し
て
い
た
。

例
え
ば
、
女
性
の
地
位
の
低
さ
が
西
洋
諸
国
か
ら
中
国
の
「
後
進
性
」
と
捉

え
ら
れ
る
中
、
女
子
教
育
は
救
国
の
万
能
薬
と
し
て
語
ら
れ
、
男
性
と
対
等

に
活
躍
す
る
「
新
女
性
」
の
養
成
を
急
務
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
記
事
の
関

心
は
女
性
で
は
な
く
国
家
の
命
運
に
あ
り
、
想
定
さ
れ
る
読
者
は
女
性
だ
け

で
は
な
く
男
女
の
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
」
で
あ
っ
た
。
一
方
、
「
新
女
性
」

と
対
極
に
位
置
す
る
「
伝
統
女
性
」
と
し
て
下
層
階
級
の
女
性
、
特
に
娼
婦

の
悲
惨
な
境
遇
も
し
ば
し
ば
記
事
の
中
に
見
ら
れ
た
。
「
新
女
性
」
が
近
代

化
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
れ
ば
、
彼
女
た
ち
は
虐
げ
ら
れ
る
中
国
の
メ
タ
フ
ァ
ー

と
し
て
表
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
女
性
に
つ
い
て
」
の
記
事
は
女
性
解
放
の

た
め
で
は
な
く
、
救
国
の
た
め
に
語
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
「
女
性
に
対
し

て
」
の
記
事
で
国
民
の
母
た
る
べ
く
そ
の
領
域
が
制
限
さ
れ
た
こ
と
と
も
密

接
に
関
連
す
る
。
従
っ
て
、
女
性
に
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
関
連
で
両
義

的
な
評
価
が
与
え
ら
れ
、
実
際
の
女
性
解
放
運
動
に
メ
デ
ィ
ア
が
果
た
し
た

役
割
は
主
要
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
女
性
に
つ
い
て
の
記
事
は
物

語
的
・
教
訓
的
で
あ
り
必
ず
し
も
女
性
の
現
実
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
と
見
て
い
る
。

　
第
五
章
で
は
新
聞
上
に
表
れ
る
「
上
海
入
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
扱
う
。

前
章
の
女
性
に
関
す
る
記
事
に
も
様
々
な
女
性
像
が
見
ら
れ
た
が
、
上
海
に

関
す
る
記
述
は
そ
れ
以
上
に
多
様
で
混
乱
し
て
い
る
。
清
末
、
そ
の
独
自
性

と
重
要
性
を
示
す
か
の
よ
う
に
、
上
海
の
薪
聞
上
に
は
上
海
に
住
む
中
国
人

に
対
し
て
「
上
海
入
」
と
い
う
呼
称
が
現
れ
る
。
そ
の
殆
ど
が
開
港
以
降
の

移
民
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
美
し
い
夢
と
醜
い
現
実
の
闘
に
暮
ら
す
分
裂
症
の

人
問
と
し
て
描
か
れ
る
。
『
心
当
』
の
記
事
の
中
で
上
海
は
常
に
両
義
的
に

捉
え
ら
れ
た
。
娼
婦
を
通
し
て
語
ら
れ
る
官
能
の
魅
力
と
退
廃
へ
の
危
惧
、

西
洋
の
機
械
を
通
し
て
語
ら
れ
る
文
明
へ
の
賞
賛
と
追
従
へ
の
警
告
。
外
国

人
の
存
在
も
上
海
に
文
明
を
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
と
当
時
に
、
上
海
を

治
外
法
権
の
下
に
抑
圧
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
「
上
海

人
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
分
断
さ
れ
る
。
あ
る
時
は
西
洋
文
化
を
強
力

に
鼓
吹
し
、
ま
た
あ
る
時
に
は
西
洋
に
追
随
す
る
こ
と
を
痛
烈
に
非
難
す
る
。

「
上
海
人
」
の
記
述
の
特
徴
は
自
ら
が
「
上
海
人
」
で
あ
る
こ
と
を
隠
し
、
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第
三
者
を
装
っ
て
上
海
や
「
上
海
人
」
を
描
く
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ

は
、
彼
ら
が
「
上
海
人
」
で
あ
る
こ
と
に
自
己
嫌
悪
と
罪
悪
感
を
持
ち
な
が

ら
も
、
「
上
海
人
」
を
描
く
こ
と
を
一
つ
の
使
命
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
分
裂
し
た
「
上
海
人
扁
は
未
来
の
中
国
に
と
っ
て
の
モ
デ

ル
で
あ
る
と
当
時
に
警
告
で
あ
り
、
予
単
信
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
表
象
さ

れ
て
い
る
。
西
洋
と
東
洋
の
は
ざ
ま
で
ジ
レ
ン
マ
に
苦
し
む
「
上
海
人
」
は

そ
の
声
を
上
海
に
で
は
な
く
、
「
中
国
」
へ
と
向
け
る
。
「
近
代
化
偏
の
実
験

台
で
あ
る
上
海
か
ら
の
分
裂
し
た
声
は
、
「
予
言
」
の
形
で
中
国
と
い
う
単

一
の
存
在
へ
の
訴
え
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
第
六
章
で
は
、
『
申
報
隔
に
見
ら
れ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
「
路
上
の
現

実
」
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
か
を
明

ら
か
に
す
る
。
中
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
本
質
的
に
排
外
的
な
も
の
と
捉

え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
煽
動
し
た
の
が
『
申
報
』
な
ど
の
中
国
語
新
聞
で

あ
る
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
章
で
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

が
高
ま
り
を
見
せ
た
時
期
の
『
申
報
』
の
記
事
を
取
り
上
げ
、
そ
の
見
解
に

異
を
唱
え
る
。
具
体
的
に
は
一
九
〇
〇
年
の
義
和
団
事
件
、
〇
五
年
の
反
米

ボ
イ
コ
ッ
ト
、
一
一
年
の
辛
亥
革
命
、
一
九
年
の
五
四
運
動
、
二
五
年
の

五
ニ
ニ
O
事
件
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
辛
亥
革
命
を
除
け
ば
排

外
・
反
帝
国
主
義
運
動
の
極
み
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
事
件
で
あ
る
。
し

か
し
、
『
申
報
』
の
記
事
に
見
ら
れ
る
の
は
排
外
運
動
の
扇
動
で
は
な
く
、

む
し
ろ
排
外
主
義
が
も
た
ら
し
た
悪
し
き
結
果
と
し
て
の
中
国
の
苦
境
を
嘆

く
姿
で
あ
る
。
例
え
ば
、
義
和
団
事
件
を
政
府
の
排
外
政
策
の
結
宋
で
あ
る

と
非
難
し
、
列
強
を
支
持
し
て
い
る
。
ま
た
、
反
米
ボ
イ
コ
ッ
ト
に
対
し
て

も
冷
静
な
態
度
で
臨
み
、
ア
メ
リ
カ
の
新
聞
に
お
け
る
反
中
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ

よ
り
は
穏
健
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
上
海
で
起
こ
っ
た
血
の
惨
劇
、

五
・
三
〇
事
件
に
お
い
て
す
ら
、
露
骨
な
排
外
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
見
ら
れ

な
い
。
む
し
ろ
、
『
申
報
撫
の
記
事
は
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
外
国
人
よ
り
も
中

国
人
に
注
意
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
で
の
中
国
人
の
境
遇
、
五
・

三
〇
事
件
で
死
ん
だ
学
生
へ
の
哀
悼
と
い
っ
た
同
情
的
な
も
の
も
あ
る
が
、

五
四
運
動
に
お
け
る
政
府
批
判
、
五
・
三
〇
事
件
で
死
ん
だ
学
生
よ
り
も
犬

の
死
を
嘆
く
中
国
人
へ
の
冷
笑
な
ど
、
批
判
的
な
も
の
が
よ
り
多
く
見
ら
れ

る
。
「
路
上
の
」
現
実
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
排
外
主
義
と
い
う
形

で
爆
発
し
、
英
字
新
聞
は
中
国
語
新
聞
の
排
外
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
危
惧
し
た

に
も
関
わ
ら
ず
、
『
申
報
』
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
中
国
の
現
状
に
対
す
る

義
憤
に
止
ま
っ
た
と
筆
者
は
捉
え
て
い
る
。

　
最
後
に
、
著
者
は
新
メ
デ
ィ
ア
の
性
質
を
振
り
返
り
、
出
版
業
の
力
が
ど

こ
に
求
め
ら
れ
る
か
を
再
考
し
、
結
論
と
す
る
。
外
国
メ
デ
ィ
ア
を
「
中
国

化
」
す
る
上
で
の
伝
統
要
素
の
重
要
性
、
メ
デ
ィ
ア
の
現
実
と
路
上
の
現
実

の
乖
離
を
明
ら
か
に
し
た
著
者
は
本
書
を
こ
う
し
た
研
究
の
最
初
の
ス
テ
ッ

プ
と
し
て
位
置
付
け
る
。
そ
し
て
、
露
な
る
課
題
と
し
て
、
実
際
は
ど
の
よ

う
な
人
が
読
者
（
本
書
中
で
二
鷺
及
さ
れ
た
想
定
上
の
読
者
で
は
な
く
実
際
の

読
者
）
で
あ
り
、
何
故
そ
れ
を
読
ん
だ
の
か
、
ま
た
読
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て

ど
の
よ
う
な
行
動
を
取
っ
た
の
か
、
な
ど
が
問
題
に
な
る
。
『
果
報
臨
が
反

映
し
た
の
は
路
上
で
見
ら
れ
る
現
実
で
は
な
く
、
近
代
中
国
人
の
混
乱
し
た

精
神
的
現
実
で
あ
っ
た
と
い
う
考
察
か
ら
、
新
聞
の
持
つ
力
は
具
体
的
な
も

の
で
は
な
く
、
新
聞
の
持
つ
影
響
力
へ
の
信
念
と
い
う
想
像
上
の
も
の
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
暫
定
的
な
結
論
に
よ
り
、
本
書
は
結
ば
れ
る
。

　
本
書
は
『
申
報
眺
と
い
う
一
つ
の
メ
デ
ィ
ア
を
扱
っ
た
研
究
で
あ
り
な
が

ら
、
そ
の
提
起
す
る
問
題
は
メ
デ
ィ
ア
史
の
領
域
に
は
止
ま
ら
な
い
。
隅
申
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評書

報
漏
を
中
国
新
聞
史
の
枠
組
み
か
ら
解
放
し
、
国
際
関
係
や
公
共
圏
と
い
う

視
点
の
中
で
捉
え
直
し
た
ワ
ー
グ
ナ
ー
ら
の
姿
勢
は
本
書
に
も
受
け
継
が
れ

て
い
る
が
、
本
書
に
は
彼
ら
の
研
究
と
は
異
な
る
手
法
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ

は
「
『
申
報
』
を
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
は
な
く
テ
ク
ス
ト
と
し
て
読
む
偏
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書
や
数
多
の
中
国
語
史
料
を
駆
使
し

て
『
章
章
隔
の
人
的
・
物
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
そ
れ
を
巡
る
軋
礫
を
明
ら
か

に
し
た
ワ
ー
グ
ナ
ー
ら
と
は
対
照
的
に
、
著
者
は
史
料
の
大
半
を
『
誤
報
』

に
依
拠
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
何
よ
り
も
、
史
料
と
し
て
の
『
申
報
』
の

持
つ
可
能
性
の
豊
か
さ
を
改
め
て
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。
本
書
で
紹
介
さ
れ

た
興
味
深
い
記
事
の
数
々
は
「
女
性
史
」
「
上
海
史
」
と
い
っ
た
既
存
の
枠

組
み
に
対
し
て
新
た
な
視
点
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、

「
女
性
に
解
す
る
」
記
事
と
「
女
性
に
つ
い
て
」
の
記
事
の
違
い
と
い
う
視

角
は
非
常
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
但
し
、
女
子
教
育
と
並
び
噸
申
報
』

で
も
頻
繁
に
議
論
さ
れ
た
纏
足
に
つ
い
て
の
考
察
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
は

惜
し
ま
れ
る
点
で
あ
る
。
ま
た
、
下
上
海
人
扁
と
い
う
切
り
ロ
は
魅
力
的
で

あ
る
が
、
本
書
で
も
若
干
書
及
さ
れ
た
在
華
イ
ギ
リ
ス
人
「
シ
ャ
ン
ハ
イ
ラ

ン
ダ
ー
扁
と
の
関
連
の
中
で
更
な
る
深
み
を
増
す
か
も
し
れ
な
い
。
本
書
で

は
、
上
海
よ
り
も
「
中
国
の
た
め
」
に
発
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
形
成
し

て
い
く
上
海
人
の
声
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
た
が
、
同
じ
時
期
に
、
門
シ
ャ
ン

ハ
イ
ラ
ン
ダ
ー
」
は
「
上
海
人
」
に
対
し
て
連
帯
を
呼
び
か
け
、
「
外
敵
扁

で
あ
る
中
国
政
府
か
ら
の
防
衛
を
試
み
て
い
る
。
こ
れ
に
対
す
る
「
上
海

人
」
の
反
応
を
『
申
報
』
か
ら
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
の
捉
え
方
に
も
何
ら
か
の
変
化
が
見
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
本
書
の
大
き
な
成
果
の
い
っ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
形
式
が
持
つ
力

の
発
見
で
あ
る
。
従
来
、
『
申
報
鳳
な
ど
新
聞
の
記
事
を
扱
う
際
に
は
内
容

が
重
視
さ
れ
、
そ
の
形
式
に
は
あ
ま
り
注
意
が
払
わ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

本
書
の
考
察
か
ら
、
伝
統
的
な
文
体
や
書
式
な
ど
が
、
外
来
の
も
の
で
あ
っ

た
新
聞
を
「
中
国
化
」
す
る
た
め
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は
「
中
国
近
代
化
論
」
の
核
心
と
も
雷
う
べ
き
、
「
伝

統
と
近
代
」
に
つ
い
て
の
新
た
な
モ
デ
ル
を
提
示
し
て
い
る
。
「
伝
統
扁
の

捉
え
方
は
「
西
洋
の
衝
撃
」
の
捉
え
方
と
表
裏
一
体
の
関
係
を
な
す
。
マ
ル

ク
ス
主
義
史
観
や
門
西
洋
中
心
主
義
史
観
」
に
お
い
て
は
、
前
近
代
と
近
代

は
「
西
洋
の
衝
撃
」
に
よ
っ
て
断
絶
し
て
お
り
、
「
封
建
制
の
範
」
で
あ
る

「
伝
統
」
を
振
り
払
い
、
西
洋
化
し
て
い
く
こ
と
が
中
国
の
「
近
代
化
扁
で

あ
っ
た
。
｛
方
、
西
洋
中
心
主
義
批
判
の
立
場
で
は
、
「
伝
統
」
と
門
近

代
」
の
連
続
性
が
重
視
さ
れ
、
極
端
な
場
合
、
西
洋
の
影
響
は
周
辺
に
追
い

や
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
書
に
お
い
て
、
『
申
報
』
が
「
中

国
化
」
し
て
い
く
過
程
を
見
て
み
る
と
、
「
伝
統
」
と
「
近
代
」
が
対
等
に
、

相
互
的
に
作
用
し
て
い
る
。
「
薪
文
体
」
の
考
察
を
通
し
て
は
、
「
伝
統
を
脱

し
」
「
西
洋
帝
国
主
義
に
敢
然
と
立
ち
向
か
っ
た
」
梁
草
葺
を
中
国
近
代
化

の
立
て
役
者
と
す
る
中
国
新
聞
史
の
通
説
に
意
義
を
唱
え
、
「
申
国
の
伝
統

に
執
着
す
る
酒
洋
メ
デ
ィ
ア
」
を
主
役
と
し
て
登
場
さ
せ
た
。
ま
た
、
聖
賢

の
言
葉
は
近
代
化
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
促
進
す
る
も

の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
『
瓦
落
匝
の
考
察
は
、
「
伝
統
か
ら
近
代
へ
」

力
だ
け
で
は
な
く
、
「
近
代
か
ら
伝
統
へ
」
の
力
が
働
い
て
い
た
こ
と
を
示

唆
す
る
。
つ
ま
り
、
本
書
で
は
「
伝
統
と
近
代
」
を
「
近
代
化
の
妨
害
」
や

「
伝
統
の
克
服
」
と
い
う
形
で
は
な
く
、
伝
統
と
近
代
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
と

し
て
捉
え
る
と
い
う
モ
デ
ル
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
モ
デ
ル
の
提
示
は
覇
申
報
』
を
テ
ク
ス
ト
と
し
て
読
み
」
、

そ
の
形
式
を
詳
細
に
検
討
し
た
か
ら
こ
そ
為
し
得
た
も
の
で
あ
る
と
賜
え
る
。
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し
か
し
、
こ
れ
は
同
時
に
、
新
聞
を
「
テ
ク
ス
ト
と
し
て
読
む
」
こ
と
の
限

界
を
も
示
し
て
い
る
。
読
者
へ
の
影
響
力
を
測
る
こ
と
な
ど
、
残
さ
れ
た
課

題
は
、
恐
ら
く
「
『
堅
塁
』
を
テ
ク
ス
ト
と
し
て
読
む
」
こ
と
で
克
服
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
先
行
す
る
ワ
ー
グ
ナ
ー
や
ヴ
イ
ッ
テ
イ

ン
ホ
フ
ら
の
『
申
報
嚇
研
究
が
そ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
明
ら
か
に
し
て
き
た

か
ら
成
り
立
っ
た
研
究
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
そ
れ
ら
を
読
ま
ず
に
本
書
を

手
に
し
た
読
者
に
と
っ
て
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
テ
ク
ス
ト
の
持
つ
意

味
を
明
確
に
感
じ
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
、
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
は
か
ら
ず
も
本
書
は
、
～
つ
の
新
聞
を
「
テ
ク
ス
ト
と
し
て
読
む
」
こ
と

の
困
難
さ
と
そ
の
限
界
を
も
示
す
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
が
、
読
み
解
か
れ

た
内
容
の
豊
か
さ
は
そ
う
し
た
欠
点
を
補
っ
て
な
お
余
り
あ
る
も
の
で
あ
る
。

本
書
の
原
案
が
教
授
資
格
申
請
論
文
と
し
て
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
に
提
出

さ
れ
た
際
、
〉
≦
Φ
簿
Φ
ヨ
鋒
①
象
β
ヨ
9
＄
菖
口
σ
Q
O
郎
房
ω
Φ
匡
Φ
馨
津
風
　

ζ
Φ
9
ヨ
○
愚
8
ω
Φ
ω
o
｛
穿
①
乞
①
乏
三
塁
①
憎
ぎ
ω
二
二
げ
跨
（
一
〇
Q
刈
卜
⊃
l
H
Φ
一
b
⊃
）

（『

?
国
入
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
す
る
西
洋
メ
デ
ィ
ア
？
睡
）
と
い
う

標
題
が
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
西
洋
中
心
主
義

批
判
へ
の
再
検
討
を
一
つ
の
課
題
と
し
て
い
る
。
在
華
西
洋
人
の
経
営
す
る

新
聞
が
伝
統
要
素
を
取
り
込
み
、
「
女
性
」
や
「
上
海
人
」
を
通
し
て
中
国

を
表
象
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
従
来
の
「
西
学
東
漸
」
研
究
に
は
不
在
で
あ

っ
た
在
華
西
洋
人
を
、
そ
の
中
心
的
な
位
置
に
据
え
直
す
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
勿
論
、
新
聞
の
影
響
力
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
と
の
関
係
に
つ
い

て
は
変
な
る
研
究
を
必
要
と
す
る
が
、
本
書
は
そ
の
た
め
の
布
石
を
打
っ
た

と
讐
面
え
よ
う
。

　
異
文
化
受
容
の
あ
り
方
か
ら
メ
デ
ィ
ア
の
捉
え
方
ま
で
、
深
み
と
広
が
り

を
持
つ
本
書
に
想
定
さ
れ
る
読
者
は
、
申
国
史
や
メ
デ
ィ
ア
史
の
研
究
者
に

限
定
さ
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
多
く
の
人
に
本
書
か
ら
史
料
の
持
つ
豊
か
な

可
能
性
を
感
じ
て
も
ら
え
る
よ
う
祈
り
つ
つ
、
筆
を
澗
く
。
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