
雑

鋒

琉
球
過
去
の
黒
化
と
教
育

李
内
　
房
次
　
郎

101

幽
　
序
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
ぬ

　
由
來
、
小
島
網
の
南
受
は
共
の
附
近
の
、
よ
ム
・
薮
達
し

溢
大
國
の
文
化
に
影
響
さ
れ
、
若
く
は
殆
ど
丸
く
こ
ぞ
窪
。
・

戸
壱
9
μ
す
る
事
は
、
誰
も
認
む
る
事
實
で
あ
る
。
予
の
蓮

べ
ん
と
す
る
琉
球
の
文
化
が
ま
き
し
く
其
の
鴫
例
で
あ

る
。
既
の
國
の
心
的
登
展
の
泌
を
辿
る
ま
で
竜
な
く
、
唯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
マ

地
翻
を
展
べ
て
北
ハ
の
海
洋
上
に
白
虹
の
や
う
に
横
は
つ
て

み
る
位
置
を
一
瞥
し
掩
だ
け
で
、
北
か
ら
日
本
の
、
西
か

ら
支
那
の
丈
化
が
潮
の
や
う
に
流
れ
て
奈
て
「
、
鼓
で
撃
ち

合
ひ
混
じ
あ
い
、
融
け
あ
は
ね
ば
な
ら
ん
蓮
命
を
持
づ
て

　
　
　
　
　
難
　
　
　
　
録

　
　
　
　
　
　
　
　
う
ひ
づ

み
る
國
π
る
こ
と
が
三
頭
か
れ
る
◎
假
三
日
支
爾
属
と
云

ム
奇
妙
な
過
去
の
政
治
的
關
係
を
知
ら
ず
と
も
、
地
理
的

關
係
の
上
か
ら
見
て
も
其
の
交
化
が
疑
支
爾
鶴
で
あ
っ
カ

ら
う
と
の
推
定
が
な
し
得
ら
れ
る
と
患
ぷ
コ
果
然
、
予
が

始
め
て
此
の
島
を
尋
ね
た
時
、
…
眼
底
に
映
ゼ
來
る
、
諸
々

の
事
象
は
皆
、
此
の
推
定
の
誤
う
な
き
事
を
讃
せ
し
め
だ
。

試
み
に
普
も
今
も
魚
島
の
文
化
の
心
臓
で
あ
る
那
覇
港

頭
に
立
っ
て
港
内
を
一
瞥
す
る
、
汽
船
や
爽
動
機
船
の
聞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ん
ば
ら
せ
ん

に
南
支
那
の
沿
岸
に
よ
く
見
る
農
工
（
出
原
船
と
云
っ
て

み
る
）
と
和
船
と
が
静
か
に
泊
っ
て
み
る
。
そ
こ
を
又
南

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
り
ぶ
ゆ

洋
の
島
々
に
で
智
見
蹴
さ
れ
る
や
う
な
剃
舟
が
舗
々
と
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一



1沿

　
　
　
　
　
哲
　
學
　
研
　
究
　
　
第
、
十
號

い
て
る
る
。
今
を
代
表
し
授
汽
船
登
営
機
船
に
鍬
照
し
て

　
　
　
や
ん
ば
ら
せ
ん
ぐ
り
ぶ
れ

和
船
（
山
原
船
劇
舟
が
琉
球
の
昔
の
夢
を
物
語
っ
て
み
る

か
の
や
う
に
思
は
れ
る
。
此
の
五
種
の
舟
の
混
在
し
て
ゐ

　
こ
し

る
鼓
、
那
覇
の
港
は
琉
球
の
文
明
を
象
徴
的
に
現
は
し
π

光
景
で
は
あ
る
ま
い
か
。
歩
を
移
し
て
街
頭
に
立
つ
。
薩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
オ
ヅ

摩
出
の
商
入
の
店
に
な
ら
ん
で
、
支
那
で
よ
く
見
る
藥
舗

の
鍵
（
・
ぎ
な
招
牌
が
目
を
惹
く
。
宇
治
の
玉
露
を
販
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
レ
ミ
ソ
ヂ
ヤ
ロ
シ
ヤ
ソ
ペ
ソ

て
る
る
葉
茶
屋
に
愛
し
て
清
明
茶
、
香
片
を
遜
る
支
那
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
エ
シ

茶
商
が
あ
る
、
東
京
蕎
饗
の
招
牌
が
あ
る
か
と
思
へ
ば
窮

ゴ
ワ
ま
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
に
げ

館
兇
に
客
足
の
曝
し
い
の
を
見
る
。
若
し
夫
れ
島
人
の
集

ま
る
市
揚
に
至
ら
ん
か
。
南
島
の
烈
日
を
避
け
る
大
傘
の

下
に
物
並
べ
て
萱
っ
て
み
る
様
は
嘗
て
は
支
那
鎮
で
あ
っ

　
　
　
と
ん
き
ん

た
安
南
東
京
あ
旋
ウ
の
市
場
そ
つ
く
ウ
の
支
那
式
で
あ
る

が
、
堆
か
く
積
ま
れ
π
反
物
に
も
薩
摩
仕
込
の
竜
の
が
多

い
の
に
氣
が
つ
く
。
更
に
興
じ
て
士
族
の
家
を
見
や
う
。

取
罎
ん
だ
石
塀
か
ら
門
の
構
へ
ま
で
支
那
式
だ
が
聯
茶
醗

墨
の
潤
瀞
の
絡
激
の
か
は
ウ
に
京
都
で
よ
く
見
る
建
仁
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二

あ
カ
う
か
ら
配
つ
カ
や
う
な
諸
佛
御
守
護
、
武
術
長
久
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
す
ま

國
家
安
泰
等
の
丈
宇
あ
る
呪
符
が
貼
ら
れ
て
あ
る
。
襖
で

疫
て
切
つ
π
盤
の
室
に
床
の
置
物
．
掛
物
は
支
那
式
の
あ

く
ど
い
物
で
、
至
る
所
に
聯
な
ど
も
か
＼
つ
て
み
る
。
家

持
を
覗
く
と
聯
主
は
づ
ら
り
と
昭
穆
位
置
を
正
し
て
並
ん

で
み
る
が
高
麗
考
、
高
斑
批
な
ど
の
文
字
で
は
瞬
く
て
我

等
の
佛
壇
に
見
る
何
々
量
定
門
、
草
々
麗
定
三
岡
至
大
居

士
大
姉
と
あ
る
。
嘗
璽
の
王
城
之
そ
は
此
国
王
國
が
如
何

に
支
那
化
に
努
め
カ
か
の
晋
の
面
影
を
偲
ば
す
最
大
の
遣

跡
が
あ
っ
て
、
城
門
竜
正
殿
竜
客
殿
の
一
つ
竜
す
つ
か
う

支
那
式
の
建
築
で
あ
る
の
に
薩
摩
の
使
者
役
人
を
接
待
す

る
一
華
だ
け
は
、
．
す
つ
か
ウ
田
本
式
に
し
カ
と
云
ふ
註
ハ
名

残
が
今
も
小
何
残
っ
て
み
る
。
歴
更
に
竜
日
支
爾
様
の
公
選

の
國
史
が
あ
る
。
中
押
選
挙
は
日
本
の
中
古
丈
で
か
い
控

も
の
で
申
山
世
譜
は
前
者
に
基
い
て
漢
謬
補
孟
し
た
も

の
。
登
く
我
が
右
事
記
封
日
本
勲
記
の
通
関
の
や
う
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
れ
ぢ
ち
や
う
し
ゆ
う

る
。
人
名
毛
織
支
の
二
通
ウ
。
例
へ
ば
野
地
朝
秀
が
日
本



踊
　
　
し
ょ
う
じ
ゃ
う
け
ん
か
ら
な

、
名
で
向
象
賢
が
唐
名
で
あ
る
。
紳
就
に
つ
い
て
云
ふ
も
、

薩
壇
、
沖
繋
の
跡
や
交
廟
、
武
鑑
、
天
妃
廟
（
是
は
南
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
チ

那
の
…
浴
岸
地
方
に
行
は
る
＼
海
上
安
全
の
守
護
淋
）
土
地

コ
ソ宮

（
盤
紳
后
稜
）
な
ど
あ
る
か
と
思
へ
ば
、
熊
野
纏
現
や
八

幡
宮
、
天
満
宮
の
古
い
祉
込
あ
る
。
芝
居
を
見
て
も
支
那

風
の
オ
ペ
ラ
式
に
江
戸
の
裏
曲
や
踊
の
分
子
が
混
入
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
の
　
　
　
せ
ヨ
う
ち

み
る
。
蘇
州
の
欝
欝
を
偲
ぱ
す
追
号
式
の
五
聖
橋
が
日
本

風
の
板
橋
に
封
抗
し
て
み
る
。
支
那
流
に
隠
里
を
彫
っ
た

碑
文
を
讃
む
と
綱
惟
夫
患
者
自
古
筆
之
云
々
と
堂
々
と
書

き
出
し
π
漢
文
だ
が
、
裏
面
に
は
此
橋
成
就
之
時
御
奉
行

　
　
　
　
　
　
つ
れ

何
某
何
々
漫
録
列
初
葡
被
通
候
事
。
此
橋
之
煎
ほ
講
仕
候
石

細
工
千
二
百
十
八
人
に
へ
4
3
之
候
事
。
な
ど
と
是
も
臼
三
型

様
。
最
後
に
支
那
人
を
し
て
當
園
飲
茶
法
の
観
察
を
蓮
べ

し
め
て
日
支
混
合
の
一
因
を
終
ら
う
。
日
く
「
茶
瞬
黄
・
：

織
上
有
一
…
朱
黒
漆
木
頭
↓
下
有
二
察
心
托
子
↓
畷
頗
大
、
樹
レ
茶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
む
　
　
む
　
　
む
　

止
二
三
分
置
用
レ
菓
一
小
塊
、
貯
二
匙
内
噛
此
學
二
中
園
献
茶

り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
む

法
ハ
治
彼
國
享
茶
法
、
以
鞘
茶
末
｝
中
略
入
レ
碗
、
沸
水
牛
概
、

　
　
　
　
　
難
　
　
　
録

　
O
　
O
O
　
　
O
　
　
O
　
　
　
O
　
　
O
　
　
　
O
　
　
O
O
　
　
Q
　
　
O
　
　
　
O
つ

む用
二
小
竹
帯
一
散
ゲ
乏
、
起
レ
沫
、
満
‘
臨
面
一
爲
レ
度
、
以
敬
レ

む客
L
蹴
疏
秘
略
見
る
べ
し
。
我
が
抹
茶
の
法
が
支
那
の
献
茶

法
と
並
用
さ
れ
て
る
兎
の
を
。
此
の
外
極
端
に
ま
で
厚
葬

の
風
あ
る
墓
の
作
方
や
、
風
水
見
や
、
火
酒
や
、
豚
の
飼

養
や
、
支
那
汐
入
の
事
物
と
思
は
る
＼
も
の
を
爆
げ
來
る

と
果
て
が
な
い
程
あ
ら
う
が
、
し
か
し
臓
常
生
活
の
塞
調

を
な
し
て
み
る
も
の
は
此
國
圃
有
の
風
俗
習
償
と
内
地
輪

入
の
そ
れ
ら
の
混
合
し
π
竜
の
で
、
支
那
事
物
は
概
し
て
　
。

支
配
階
級
の
表
面
生
活
を
飾
る
。
づ
葭
み
。
9
に
過
ぎ
な
か
，

っ
だ
や
う
に
思
は
れ
る
。
是
よ
う
少
し
く
琉
球
交
化
の
由
　
　
強

っ
て
盗
る
所
を
探
っ
て
此
國
の
敏
育
登
達
史
の
背
景
を
明

か
に
せ
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7

二
、
琉
球
文
化
の
史
的
概
観

　
艦
質
の
類
似
や
古
い
言
語
、
風
俗
、
習
慣
、
傳
誕
の
類

同
似
、
さ
て
は
地
理
上
の
位
置
な
ど
か
ら
推
定
し
て
、
臼
琉

同
罪
論
が
多
く
の
半
者
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
て
る
る
。
從

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三



10・茎

　
　
　
　
　
哲
學
研
　
究
　
　
第
＋
號

て
内
地
と
の
交
通
は
太
古
以
來
の
こ
と
で
あ
ら
う
推
古
の

御
代
鶴
に
我
に
朝
貢
し
力
事
が
図
上
淀
見
え
て
み
る
。
、
重

安
朝
の
政
綱
弛
磯
と
共
に
朝
貢
竜
絶
え
て
し
譲
つ
カ
ら
し

い
が
交
題
だ
け
は
依
然
と
し
て
行
は
れ
て
る
π
事
は
、
我
が

萬
葉
集
に
比
す
べ
き
此
の
闘
の
「
あ
も
ろ
み
さ
う
し
」
（
西

暦
十
三
世
紀
の
初
頭
か
ら
十
七
世
紀
の
申
事
ま
で
殆
ど
四

百
年
問
の
琉
球
固
有
の
歌
を
千
玉
百
千
籐
首
集
め
た
も

の
）
に
「
：
：
：
」
く
す
ぬ
き
は
て
の
で
。
（
輔
船
を
作
参

て
）
や
激
と
ぶ
ね
こ
の
で
。
（
大
和
船
垂
込
て
）
や
ま
と
だ

び
の
ぼ
て
。
（
大
和
の
族
に
上
ウ
て
）
や
し
ろ
カ
び
の
ぼ
て
。

（
山
城
の
族
に
上
り
て
）
か
は
ら
か
い
に
の
ぼ
て
、
（
琵
買

に
上
っ
て
）
て
竜
ち
か
い
に
の
ぼ
て
。
（
品
物
買
ひ
に
上
っ

て
）
：
・
：
・
L
云
々
の
歌
が
あ
る
に
よ
つ
て
竜
想
像
さ
れ

る
。
十
四
世
紀
の
頃
に
な
っ
て
内
地
は
南
北
朝
の
戦
観
が

あ
づ
、
自
室
で
は
中
宙
、
山
南
山
北
の
三
部
に
分
立
し
て

載
如
上
態
に
陥
つ
カ
の
で
内
地
と
の
三
方
は
申
絶
し
て
し

ま
っ
た
が
島
津
氏
の
勃
興
以
來
そ
れ
に
來
貢
す
る
や
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
四

な
っ
て
、
再
び
内
地
と
の
交
通
が
頻
繁
に
な
も
志
し
た
。

　
轄
じ
て
支
那
と
の
電
導
を
見
る
と
階
の
大
業
元
年
（
七

世
紀
の
初
）
始
め
て
朝
使
が
や
っ
て
來
沁
。
越
兜
て
五
年

目
に
兵
を
迭
っ
て
侵
掠
し
て
み
る
。
元
の
忽
必
烈
も
招
論

侵
掠
多
方
の
試
み
を
し
カ
が
人
罠
を
百
人
許
、
虜
に
し
て

還
っ
だ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
明
の
洪
武
十
六
年
（
酉
暦
千

三
百
八
十
三
年
）
太
、
認
が
三
由
に
論
示
し
て
兵
を
蛾
め
し

め
カ
。
中
寅
王
先
づ
明
に
蹄
服
し
て
共
の
冊
封
を
受
け
、

他
の
二
王
亦
之
に
微
つ
た
。
や
が
て
中
出
山
南
の
…
一
王
摩
‘

濁
し
て
王
弟
王
子
を
順
〃
の
大
一
撃
へ
留
一
墨
・
さ
す
灌
．
に
な
ウ
、

明
か
ら
は
縞
建
入
ミ
十
六
姓
を
此
の
地
に
移
植
し
て
、
航

海
蓮
繹
等
の
役
に
當
ら
し
め
π
。
那
覇
港
の
一
角
に
久
米

村
と
云
ふ
の
が
あ
る
。
駆
れ
が
彼
等
三
十
六
姓
の
居
所
と

し
て
賜
は
つ
た
所
で
、
爾
來
績
い
て
其
の
子
孫
が
住
ん
で

華
π
。
此
の
久
来
村
こ
そ
は
琉
球
の
支
那
的
文
化
の
源
泉

地
で
あ
う
、
同
時
に
學
校
教
育
の
婁
忌
地
で
あ
る
、
十
五

世
紀
の
頃
、
爾
巴
露
な
る
工
面
傑
起
っ
て
届
出
は
統
一
せ



1“5

ら
れ
る
や
う
に
な
今
て
か
ら
、
明
の
懐
柔
策
、
愈
々
其
の

数
果
を
現
は
し
、
支
那
に
罫
．
す
ハ
親
善
の
傾
向
、
愈
々
強

・
く
な
っ
て
來
た
。
是
よ
り
支
那
の
交
物
罰
度
は
ど
し
一

輪
入
さ
れ
カ
。
明
の
永
樂
帝
の
時
に
滞
封
使
が
蘂
て
爲
に

天
使
館
を
建
て
＼
接
待
す
る
な
ど
厚
遇
至
ら
ざ
る
な
く
永

く
範
例
を
清
末
時
代
ま
で
残
し
遊
。
當
時
の
琉
球
は
我
が

大
化
新
政
時
代
の
唐
朝
心
醇
の
有
様
に
似
て
み
る
時
で
あ

っ
π
。
し
か
し
、
・
一
方
、
臼
本
と
の
關
係
も
鷹
永
二
十
三

年
に
足
利
氏
と
島
津
氏
と
に
貢
献
し
だ
し
て
か
ら
、
つ
っ

と
績
い
て
る
る
。
足
利
義
敏
の
時
代
に
島
津
忠
國
の
戦
功

に
酬
ゆ
る
畏
め
琉
球
を
興
へ
て
る
る
の
を
見
る
と
此
の
時

分
か
ら
明
か
に
日
支
否
薩
支
雨
鵜
の
國
と
な
っ
て
み
る
事

が
わ
か
る
。

　
し
か
し
琉
球
人
の
爾
者
に
陣
す
る
態
度
は
異
っ
て
み

る
。
薩
摩
と
支
那
と
の
鹸
化
や
富
の
高
下
の
差
を
知
っ
て

み
る
彼
等
は
薩
摩
に
質
し
て
共
の
灌
力
の
下
に
こ
そ
堀
服

す
れ
、
支
那
に
劃
す
る
如
き
信
服
の
態
度
で
は
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
難
　
　
　
錬

是
の
傾
向
は
維
漸
前
後
ま
で
か
は
ら
ず
に
績
い
カ
。
共
も

其
筈
、
薩
摩
よ
り
は
取
ら
る
、
一
方
で
あ
る
に
反
し
て
支

那
は
寧
ろ
與
へ
る
方
で
あ
っ
π
。
朝
貢
の
物
品
は
ほ
ん
の

形
式
に
過
ぎ
ず
し
て
．
支
那
に
逡
は
す
留
葛
生
使
臣
の
厚

遇
や
直
垂
使
の
齎
ら
す
帝
王
の
賜
物
は
驚
く
べ
く
潤
澤
で

あ
っ
だ
。
況
や
支
那
貿
易
の
利
盆
の
莫
大
な
竜
の
が
あ
る

を
や
。
要
す
る
に
購
清
を
通
じ
て
支
那
は
戴
勝
の
蹄
服
信

順
を
以
て
泰
孕
治
世
の
象
と
な
し
、
極
力
紐
撫
階
下
に
努

め
て
中
春
的
掬
奪
心
を
満
足
さ
し
て
ゐ
π
ら
し
い
。
薩
摩

に
比
し
て
あ
沙
羅
9
の
差
異
あ
る
此
の
大
國
の
繊
叩
度
に
服

し
、
共
の
交
物
制
度
を
模
倣
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
だ
の
は

當
然
で
あ
る
。
明
治
の
初
年
屡
藩
置
縣
の
際
、
内
務
大
亟
、

松
田
道
之
氏
が
使
命
を
奉
じ
て
琉
球
に
言
説
、
爾
今
爾
属

の
關
係
を
絶
勤
に
黙
す
る
こ
と
を
宜
言
諭
告
し
泥
時
、
一

部
の
島
人
は
支
那
と
の
關
係
を
支
那
に
無
断
に
絶
つ
は
黒

代
受
け
た
天
朝
（
支
那
を
さ
す
）
の
悠
義
に
背
く
と
の
理

由
で
、
ど
の
位
ひ
手
古
舞
ら
し
沁
か
。
琉
球
見
聞
録
と
云

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五

婚
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ふ
書
に
當
時
の
嘆
願
書
や
談
鋼
の
大
要
が
薯
き
取
っ
て
あ

る
が
、
其
の
中
に
は
一
部
人
証
の
考
と
し
て
「
自
今
支
那

へ
の
…
進
貢
慶
賀
並
製
の
封
冊
下
請
候
儀
被
差
止
候
て
は
親

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
む
　
　
ゆ
り
つ
　
や
　
　
や
　
て
　
ゆ
　
　
へ
　
　
ゆ
　
ゆ
　
　
な
　
ゑ

子
の
道
管
絶
候
も
同
前
累
世
の
厚
患
忘
却
信
義
を
失
妻
事

へ
　
へ
　
や

に
て
必
至
と
胸
痛
仕
」
云
々
の
笹
野
下
句
が
随
所
に
油
墨

さ
れ
る
。
明
清
を
通
じ
て
殆
ど
七
百
年
來
、
浸
潤
し
て
來

　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
し
め

控
憂
欝
の
懐
柔
政
策
の
利
旨
が
此
の
舎
に
よ
っ
て
目
に
見

る
や
う
に
想
陳
さ
れ
る
。

　
こ
ん
な
わ
け
故
、
薩
摩
の
高
騰
の
手
か
ゆ
る
み
か
け
る

と
す
ぐ
に
貢
献
の
船
が
絶
え
か
げ
ん
と
す
る
の
は
當
然
で

あ
る
。
慶
長
十
四
年
の
琉
球
征
伐
は
節
事
を
離
し
て
除
ウ

あ
る
事
件
で
あ
る
。
此
征
伐
に
よ
っ
て
紛
寧
王
は
檎
へ
ら

れ
て
薩
摩
に
蓮
ば
れ
、
其
の
不
斑
中
に
琉
球
の
政
府
は
薩

慶
人
の
手
に
よ
っ
て
登
然
改
革
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
是
よ

ウ
事
始
上
斎
く
薩
摩
の
有
と
な
つ
カ
。
但
し
陶
貿
易
の
利

を
占
あ
ん
が
控
め
に
表
面
は
や
は
・
9
支
那
に
属
す
る
事
を

許
し
蔚
炉
沁
。
囁
冊
封
使
が
繋
る
暗
は
琉
球
・
花
留
の
薩
謄
武

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
〇
六

省
は
僻
地
に
姿
を
隠
し
假
名
字
の
招
牌
さ
へ
外
学
し
尤
と

云
は
れ
て
る
る
程
、
薩
摩
の
勢
力
を
支
那
の
使
臣
の
日
か

ら
懸
さ
う
と
し
カ
。
漂
着
し
力
唐
人
の
滞
在
中
は
大
和
唄

を
一
切
勝
人
に
歌
ぷ
事
を
禁
じ
た
程
で
あ
っ
だ
。
左
の
布

令
を
見
て
も
當
時
の
事
が
想
像
論
客
や
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
や

　
泊
村
え
漂
着
唐
人
被
腐
置
壁
付
、
右
木
屋
附
近
は
勿
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ゆ
　
　
モ
　
　
む
　
　
カ
　
　
や
　
　
ヤ
　
　
ぬ

・
泊
村
道
中
筋
は
家
内
に
て
竜
、
大
和
歌
誰
仕
問
敷
旨
被

　
仰
渡
置
候
、
然
腱
去
四
日
之
夜
新
石
邊
に
て
謡
致
、
木

　
屋
近
三
二
も
相
聞
候
由
甚
不
詳
辮
之
至
に
候
云
々

　
序
で
に
如
何
に
幕
府
時
代
に
薩
摩
が
琉
球
を
患
ひ
の
ま

＼
に
腰
伏
支
配
し
て
ゐ
カ
か
を
想
像
す
る
に
徐
ム
あ
る
↓

讃
篠
を
墨
げ
て
論
者
の
想
像
に
訴
皇
て
置
か
う
。

「
太
守
様
御
名
、
薩
摩
守
穣
御
實
名
鑑
豪
公
と
奉
稻
候
聞
、

　
豪
の
字
は
勿
論
、
唱
同
様
之
實
名
相
諸
候
者
は
可
致
還

　
慮
候
云
々
」
　
「
今
度
於
　
御
本
丸
御
誕
生
之
　
姫
君
様

　
御
名
萬
影
姫
様
と
奉
秘
候
、
萬
毒
と
讃
候
名
、
並
に
外

　
捻
文
宇
に
て
込
萬
毒
と
唱
候
名
は
末
々
迄
竜
遠
慮
可
仕
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候
云
々
L

　
薩
塵
の
「
，
太
守
専
意
癒
軽
く
御
仕
舞
被
遊
候
」
て
も
御

書
申
上
げ
江
戸
の
「
芝
の
御
屋
敷
御
類
焼
し
遊
ば
さ
れ
て

も
御
見
舞
の
挨
拶
に
行
か
ね
ば
な
ら
ん
租
の
密
接
な
る
關

係
を
薩
摩
藩
と
持
っ
て
る
カ
の
で
あ
る
か
ら
、
如
何
に
琉

球
の
爲
政
家
が
支
那
を
慕
い
支
那
を
仰
い
で
或
は
留
學
生
昌

を
迭
ク
或
は
編
弼
に
公
使
館
を
置
い
て
支
那
と
の
交
際
に

努
め
ρ
其
の
文
物
を
取
入
れ
る
こ
と
に
勉
め
て
も
、
と
て

も
日
本
の
丈
化
的
勢
力
に
は
打
勝
て
な
か
っ
た
。
現
に
残

っ
て
み
る
古
文
書
に
よ
っ
て
竜
知
ら
る
＼
如
く
、
琉
球
の

行
政
は
當
時
の
日
本
官
用
文
で
あ
る
候
交
で
髄
質
さ
れ
て

る
た
の
で
あ
っ
陀
。
從
っ
て
必
要
上
、
支
那
留
學
生
に
減
し

て
、
そ
れ
よ
う
大
多
数
の
留
學
生
か
稽
古
人
と
算
し
て
薩

摩
に
迭
ら
れ
た
。
鱈
軍
略
慰
者
も
其
の
修
業
地
は
薩
塵
で

あ
っ
π
。
誉
者
が
薙
髪
し
て
居
π
の
も
臼
本
の
眞
似
で
あ

る
。
在
番
奉
行
の
下
に
幾
多
の
薩
摩
武
士
か
定
在
し
て
み

る
の
み
な
ら
ず
、
薩
摩
の
商
人
竜
ど
し
く
移
管
し
み
る
。

　
　
　
　
　
灘
　
　
　
　
　
象

　
　
　
　
　
4
詫
　
　
　
　
　
　
　
黄

言
語
竜
風
俗
竜
薩
摩
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
あ
る
。

、
：
然
者
膚
㎎
歌
の
儀
御
　
公
界
闘
鶏
に
相
係
る
藝
に
て
御
座

　
聖
徒
無
想
絶
致
相
講
候
様
忍
野
渡
置
趣
も
有
之
候
露
、

　
稽
古
仕
人
混
之
由
何
共
不
可
然
候
：
：
云
々
L

　
の
唐
歌
奨
働
の
訓
令
が
明
憩
五
年
に
登
せ
ら
れ
て
あ
る

一
方
に
、
前
述
の
如
く
聖
人
滞
在
の
劒
は
大
和
歌
を
歌
ふ

こ
と
を
巌
禁
ず
る
程
に
庶
人
の
口
に
日
本
の
唄
は
上
さ
れ

て
み
る
の
で
あ
る
。

　
是
は
よ
く
琉
球
の
日
支
爾
文
化
の
關
係
を
現
は
し
て
み

る
一
適
例
で
あ
る
。
既
に
序
説
の
絡
ウ
に
結
論
を
先
づ
述

べ
置
き
し
如
く
、
支
那
の
文
化
は
上
流
階
級
の
儀
式
典
禮

の
如
き
装
飾
的
方
面
に
採
用
せ
ら
れ
、
當
局
の
保
護
漿
働

に
よ
っ
て
入
爲
的
に
維
持
獲
展
（
其
の
多
く
は
嚢
滅
し
た

が
）
さ
れ
カ
が
、
日
本
の
文
化
は
必
要
上
、
止
む
罫
を
得

ず
、
若
く
は
膚
然
に
日
常
生
活
よ
う
政
治
の
機
關
方
法
に

至
る
ま
で
祉
會
上
下
に
禰
漫
浸
扮
し
た
事
の
遇
然
な
ら
ぎ

る
事
が
、
此
の
國
の
商
的
過
程
を
辿
っ
て
、
な
る
程
と
鮎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七
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頭
れ
る
の
で
あ
る
つ
琉
球
の
毅
育
は
、
か
く
の
如
き
応
化

の
土
壌
に
芽
生
乏
、
花
漉
き
、
實
を
結
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

H
支
子
文
明
の
か
く
の
如
き
開
係
を
背
景
と
し
て
疏
球
の

敏
育
は
七
百
年
の
滋
程
を
歩
ん
で
百
番
の
で
あ
っ
沁
。

三
、
琉
球
過
去
の
敏
育

　
第
一
期
。
人
類
肚
會
の
あ
る
所
、
必
や
指
墨
度
の
教
育

的
過
程
が
あ
る
筈
で
あ
る
。
南
海
に
僻
在
し
て
み
る
此
の

島
に
も
遠
い
昔
か
ら
或
る
程
度
の
千
軍
は
あ
っ
た
ら
う

が
、
文
書
の
徴
す
べ
き
物
が
毫
も
な
い
か
ら
、
唯
あ
っ
た

で
あ
ら
う
と
想
像
す
る
外
云
ふ
べ
き
事
を
持
力
な
い
。
軽

み
書
き
の
敏
育
が
何
時
頃
か
ら
始
ま
つ
だ
と
云
ぷ
事
さ
．

へ
、
わ
か
ら
な
い
。
從
來
此
の
國
に
関
す
る
古
記
に
は
文

字
の
起
原
を
爲
朝
の
渡
來
と
云
ぷ
態
勢
に
附
憂
し
て
る
る

の
が
多
い
。
從
っ
て
丈
敏
の
開
源
を
此
の
時
に
饗
す
と
し

て
み
る
。
然
し
既
に
推
吉
の
御
代
か
ら
明
か
に
我
に
朝
貢

往
糾
し
て
ゐ
π
と
す
れ
ば
其
の
頃
よ
う
多
少
内
地
の
丈
字

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
○
八

が
傳
へ
含
つ
れ
滋
牌
舌
な
く
、
且
つ
鼎
購
令
、
翰
X
化
の
野
庭
凶
は
内

地
に
比
べ
て
雛
常
に
低
い
と
は
去
へ
、
兎
民
角
朝
貢
す
る

だ
け
の
政
治
面
膿
を
形
成
し
て
ゐ
孫
以
上
は
、
多
少
讃
み

書
き
の
逆
説
の
行
は
れ
無
謬
は
な
い
ρ
し
か
し
、
、
我
等
の

知
う
得
る
史
實
に
よ
っ
て
本
島
の
教
育
史
を
述
べ
ん
に
は

是
雰
と
も
南
北
朝
の
元
中
元
年
（
西
暦
千
三
百
七
十
二
年
）

中
画
了
察
度
が
明
國
の
選
評
に
鷹
じ
て
臣
と
稽
し
、
朝
貫

し
π
頃
を
其
の
曙
光
時
代
と
見
ね
ば
な
ら
澱
。
か
の
申
山
、

山
南
の
王
子
王
弟
等
や
臣
下
の
子
弟
の
國
子
盈
留
學
は
ま

さ
し
く
我
か
慮
瀞
の
朝
が
百
濟
の
経
典
を
献
じ
羅
郎
子
の

王
仁
に
就
い
て
傳
習
さ
れ
だ
事
に
比
す
べ
き
本
島
敏
育
史

上
の
大
事
件
で
あ
る
。
儒
敏
傳
※
の
起
原
を
此
の
時
に
登

し
て
琉
球
の
教
育
は
俄
然
と
し
て
登
展
し
て
來
る
。
思
ふ

に
當
時
の
琉
球
留
養
生
は
我
が
推
古
傅
明
の
頃
の
遣
晴
使

遣
唐
使
に
附
い
て
行
っ
た
留
學
生
同
様
、
蹄
朝
の
後
は
重

用
せ
ら
れ
或
は
其
の
學
ん
だ
所
は
學
徒
を
集
め
て
傳
ヘ
カ

に
ち
が
ひ
な
い
。
殊
に
注
目
す
べ
き
は
久
米
村
移
住
の
閾
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人
三
十
六
姓
の
人
々
の
敏
育
事
業
で
あ
る
。
世
襲
的
に
定

め
ら
れ
力
通
課
僻
令
を
司
る
職
業
の
必
要
上
、
子
弟
の
敏

育
に
努
め
π
に
ち
が
ひ
な
い
。
從
っ
て
明
代
の
教
法
が
琉

球
人
の
見
聞
に
直
接
鰯
れ
て
漸
々
模
倣
さ
る
＼
に
至
っ
た

事
と
思
は
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ
か

　
將
竃
足
利
面
繋
の
時
代
に
我
が
楠
公
に
も
比
す
べ
き
申

ぐ
ず
く
　
　
　
ご
　
る
　
ま
る

城
城
主
誕
佐
丸
盛
春
が
冤
の
の
π
め
に
南
扇
な
る
忠
死
を

途
げ
た
事
賓
を
見
る
と
、
彼
に
は
立
時
に
珍
し
き
大
義
名

分
の
観
念
氣
醜
が
存
し
て
居
た
事
が
看
取
さ
る
＼
。
儒
敏

精
脚
の
威
化
が
交
敏
傅
來
の
後
三
十
年
に
し
て
早
く
も
妓

に
現
れ
だ
重
畳
と
見
れ
ば
見
ら
れ
る
。

　
か
く
し
て
琉
球
の
文
教
は
薩
摩
と
明
と
の
勢
力
の
高
低

　
　
　
　
　
　
　
　
ら
ん

溝
長
し
行
く
一
波
一
議
に
影
響
左
右
せ
ら
れ
て
爾
文
化
の

雑
糠
封
峙
せ
る
聯
會
に
其
の
癩
藍
時
代
を
過
ご
し
て
湿

た
。
實
に
か
の
慶
長
十
四
年
の
琉
球
征
伐
は
薩
明
爾
勢
力

雨
思
潮
の
最
初
の
大
衛
突
で
あ
ウ
、
や
が
て
叉
琉
球
敏
育

更
の
揺
簸
時
代
を
終
る
べ
き
過
渡
期
を
劃
す
べ
き
大
事
件

　
　
　
　
　
豊
　
　
　
　
　
歎

　
　
　
　
　
鳶
“
　
　
　
蓼

で
あ
っ
控

　
第
二
期
　
疏
球
征
伐
に
よ
っ
て
爾
勢
力
細
々
の
均
衡
は

破
ら
れ
、
久
米
村
の
氏
人
が
代
表
す
る
支
那
思
想
ば
薩
摩

留
學
．
出
身
の
僧
侶
稽
古
人
が
代
表
す
る
日
本
思
想
に
歴
倒

さ
る
＼
時
代
に
入
つ
カ
。
績
い
て
明
末
位
初
の
騒
観
と
な

っ
て
支
那
と
の
交
題
は
二
三
十
年
問
竜
中
絶
す
る
や
う
に

　
　
　
　
　
な
す
く

な
つ
π
の
で
面
々
日
本
思
想
の
全
盛
時
代
を
現
出
し
て
來

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
ね
ぢ
　
あ
ん
ず

π
。
此
の
時
代
を
代
表
す
る
人
物
は
朋
地
按
司
荷
下
賢
で

あ
る
。
彼
は
己
の
編
纂
し
だ
中
山
世
鑑
に
爲
朝
渡
來
の
傳

説
を
探
用
．
し
て
王
統
の
大
和
武
士
に
登
す
る
こ
と
を
國
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
を
な

に
敏
ヘ
カ
。
宰
相
と
な
っ
て
は
「
仕
置
」
と
云
ふ
後
世
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヴ
い

島
藩
政
家
の
典
範
と
な
っ
た
政
治
的
随
筆
書
を
著
し
て
、

共
の
内
に
臼
琉
同
組
総
を
登
表
し
て
み
る
。
曰
く
「
篇
惟
者

此
國
人
生
初
者
日
本
よ
ウ
爲
渡
儀
疑
無
御
座
轟
然
者
末
世

之
今
に
天
地
山
川
五
行
五
倫
鳥
獣
草
木
之
名
に
至
る
迄
皆

麺
達
せ
う
、
難
然
言
葉
の
蝕
相
違
者
遠
忌
之
上
久
敷
通
融

爲
絶
故
也
、
五
穀
も
人
同
時
日
本
よ
ウ
爲
渡
物
な
れ
ば
云

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
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菅
　
撃
　
擁
　
究
　
　
第
十
號

々
し
と
。
慶
長
の
頃
出
來
π
と
云
は
る
㌧
「
喜
安
縫
認
」
に
あ

る
「
磨
を
青
春
の
思
ひ
を
な
し
日
本
を
断
篇
と
せ
よ
」
と

の
雨
鳩
首
患
想
に
比
し
て
如
何
に
臼
本
思
想
の
勝
を
占
め

し
か
を
此
代
表
人
物
の
残
し
π
筆
の
跡
に
よ
っ
て
十
分
想

像
で
き
る
で
は
な
い
か
。
帯
同
書
中
に
凡
そ
士
π
る
者
は

　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
ゆ

學
丈
、
算
勘
、
筆
法
、
誰
、
新
道
、
庖
丁
、
馬
乗
、
唐
樂
、

　
　
　
む
　
　
　
　
　
ゆ
　
　

下
道
、
茶
道
、
立
花
等
の
内
、
貌
か
一
つ
に
熟
達
せ
な
け

れ
ば
如
侮
な
る
身
分
の
者
と
難
菟
官
吏
に
登
用
せ
諏
と
云

っ
て
み
る
。
筆
法
は
所
謂
ゐ
家
流
の
筆
法
で
あ
る
。
學
交
は

候
文
述
作
の
技
能
で
あ
る
。
簿
勘
も
孝
道
も
庖
丁
竜
皆
薩

摩
輸
入
の
技
能
に
属
し
て
み
る
。
況
や
譲
、
茶
道
、
立
花

の
漿
鋤
に
於
て
は
如
何
に
零
時
の
漱
育
が
日
本
の
丈
物
に

傾
い
て
居
力
か
寓
意
橡
で
き
る
。
彼
は
清
朝
興
起
の
時
代

に
際
し
其
の
機
嫌
を
損
は
ず
、
一
方
薩
塵
に
は
日
本
親
善

の
態
度
を
取
う
て
爾
厩
の
安
全
を
彌
縫
維
籍
し
つ
＼
農
務

林
政
其
他
の
内
治
に
講
証
し
た
は
勿
論
、
文
敏
に
力
を
致

し
生
涯
の
残
り
三
年
間
は
專
ら
敏
化
事
業
に
費
し
た
の
で

・
〆
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
O

あ
っ
た
。
我
等
は
不
幸
に
し
て
常
時
の
薫
育
的
施
設
を
具

燈
的
に
説
明
し
得
る
材
料
を
侵
せ
な
い
が
、
此
の
触
，
仕
置
誌

の
一
篇
に
よ
っ
て
察
す
る
も
転
註
の
敏
育
が
殆
ど
H
本
的

思
想
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
ゐ
π
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

そ
し
て
敏
育
の
事
業
に
携
は
つ
両
者
は
主
と
し
て
僧
侶
で

あ
っ
力
事
は
久
米
村
に
残
れ
る
聖
廟
碑
に
一
、
國
申
以
レ
僧
爲

レ
師
未
レ
崇
‘
病
癖
氏
乙
云
々
の
文
字
あ
る
に
由
っ
て
知
ら
れ

る
。
當
時
の
僧
侶
の
主
な
る
者
は
日
本
留
學
の
者
で
あ
っ

沁
が
、
其
の
外
に
日
本
の
蹄
化
僧
や
一
時
滞
在
の
も
の
竜

往
々
に
し
て
あ
っ
穴
。
豊
太
閤
の
紹
介
を
以
て
來
た
と
云

は
れ
る
袋
中
和
省
の
如
き
は
園
王
の
信
任
篤
く
敏
化
の
上

に
多
大
の
効
績
を
残
し
控
。
寛
永
の
頃
、
か
の
漢
學
で
有

名
な
文
之
和
碕
の
高
弟
如
竹
が
本
島
に
渡
っ
て
賑
町
の
師

と
な
っ
て
み
る
。
彼
よ
ウ
結
き
に
も
文
之
和
姦
の
同
學
の

僑
（
或
は
琉
人
望
は
内
地
人
）
が
大
分
居
た
。
從
っ
て
、

か
の
戦
勢
時
代
朱
學
の
泰
斗
、
徳
川
時
代
の
儒
敏
の
源
流

尤
る
桂
庵
輝
師
の
學
風
は
夙
に
疏
球
を
風
靡
し
て
み
た
の
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で
あ
っ
尤
。
殊
に
注
目
す
べ
き
は
文
之
澱
が
野
竹
に
よ
σ

て
簿
へ
ら
れ
、
以
後
長
く
操
用
せ
ら
れ
て
交
上
鮎
に
あ
ら

ざ
れ
ば
護
ま
左
か
つ
力
渥
に
琉
球
の
敏
化
は
程
順
期
等
の

清
國
直
輸
入
の
立
憲
典
麗
以
前
に
既
に
薩
摩
を
と
ほ
し
て

我
が
國
の
儒
敏
思
想
に
よ
っ
て
基
礎
を
作
ら
れ
て
ゐ
π
の

で
あ
っ
だ
。
向
象
賢
は
斯
の
如
き
時
代
に
出
て
次
ぎ
に
來

る
黄
金
時
代
の
準
備
に
努
め
π
と
見
ら
れ
る
。

　
第
三
期
。
此
の
時
期
は
日
本
の
元
隷
享
保
の
盛
時
の
頃

を
中
心
と
す
る
。
支
那
で
妖
重
職
の
盛
代
に
當
う
、
雨
張

治
世
の
文
化
の
花
が
此
闘
に
竜
盛
ん
に
移
殖
さ
れ
て
百
花

糠
胤
の
沸
を
現
出
し
π
時
で
あ
る
。
遠
交
化
の
調
和
の
高

調
に
帯
し
力
時
で
あ
る
。
上
に
察
温
、
罹
融
業
の
頻
き
大

、
人
物
出
で
＼
、
下
に
…
幾
多
の
天
才
を
輩
出
し
力
黄
金
時
代

　
　
　
　
た
ま
ぐ
ず
く

で
あ
る
。
玉
城
朝
鳶
は
日
群
長
要
素
を
調
和
し
力
劇
詩
を

多
く
創
作
し
た
。
股
元
良
は
今
の
有
名
な
る
一
批
評
家
を

し
て
清
人
の
急
な
う
と
誤
ら
し
め
力
得
の
清
朝
の
風
骨
を

帯
び
奮
を
か
婁
・
壽
屋
朝
敵
は
喬
・
濱
臣
さ
て

　
　
　
　
　
難
　
　
　
　
録

は
秋
成
等
に
雁
行
す
る
ほ
ど
の
流
麗
な
る
擬
古
文
で
「
、
苔

の
下
「
「
若
草
」
，
雨
夜
物
語
」
等
の
随
筆
的
物
語
を
か
い
尤
。

萬
葉
の
坂
上
郎
女
を
偲
ば
す
程
の
女
寒
入
、
恩
納
な
。
へ
は

琉
語
の
和
歌
盈
以
て
奔
放
熟
烈
な
る
南
國
の
情
緒
を
蓮
ベ

カ
。
か
㌧
る
時
代
に
作
ら
れ
且
つ
作
つ
疫
當
時
の
賢
相
藥

温
は
徳
州
時
代
の
文
敏
に
於
け
る
家
康
に
比
す
べ
く
、
程

順
則
は
實
に
林
羅
揖
に
も
擬
す
べ
き
敏
育
史
上
の
重
要
人

物
で
あ
っ
カ
。

　
察
温
は
綱
吉
將
軍
時
代
の
初
め
に
生
れ
て
吉
宗
時
代
に

活
動
し
虎
。
彼
は
向
象
賢
と
違
っ
て
思
想
も
素
生
も
（
久
．

米
村
の
産
）
支
那
系
統
の
人
で
青
年
時
代
に
旛
州
で
勉
強

し
力
事
が
あ
る
。
政
治
二
者
力
る
彼
は
途
k
榮
騙
し
て
三

転
官
（
國
務
大
臣
）
に
な
っ
て
多
年
纏
蓄
の
學
識
を
磯
揮

し
て
此
の
小
量
國
に
儒
直
流
の
経
紛
を
實
啓
し
た
。
島
津

氏
の
許
す
範
園
内
に
於
て
支
那
の
交
物
制
度
を
極
力
取
ウ

入
れ
て
三
十
六
島
の
津
々
流
々
ま
で
も
敏
化
せ
う
と
の
理

想
を
以
て
管
縦
令
ば
朽
手
細
に
て
馬
を
馳
せ
候
儀
同
噺
秘

汀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
｝

ピ
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哲
學
　
研
　
究
　
　
第
＋
號

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
る
ひ
る

と
云
ぷ
程
に
宵
越
の
態
度
で
「
敏
道
の
儀
は
夜
臼
入
精
」

し
距
の
で
あ
っ
疫
。
彼
の
教
化
に
封
ず
る
思
想
は
當
時
の

闘
民
敏
科
書
と
も
見
る
べ
き
彼
の
著
「
御
報
淡
」
に
由
づ

　
に
ビ

て
略
礼
知
る
こ
と
が
紹
携
る
。
此
の
書
の
内
容
は
各
役
人
、

百
姓
、
職
人
、
商
人
の
本
分
、
孝
行
、
奪
宗
、
冠
婚
、
夫

婦
、
兄
弟
、
子
孫
、
親
族
、
老
人
、
下
人
、
朋
友
に
封
ず

る
心
得
、
養
生
、
…
愼
酒
、
節
倫
、
迷
信
、
葬
祭
等
（
原
書

の
順
序
ど
ほ
う
に
な
ら
べ
カ
）
二
＋
九
谷
に
別
っ
て
用
意

周
到
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
其
の
内
の
一
條
を
引
い
て

彼
が
敏
育
意
見
の
一
般
を
想
像
せ
よ
う
。

　
　
　
　
　
そ
　
だ
て

　
一
、
子
供
素
立
候
儀
、
家
中
題
目
（
肝
要
）
之
勤
候
、

　
幼
稚
寸
時
よ
り
櫓
下
、
心
持
、
言
語
、
仕
形
之
類
能
々

　
入
念
敏
調
可
相
加
候
、
尤
見
馴
、
聞
馴
之
善
悪
次
第
に

　
・
も
上
繭
麺
化
候
鳥
是
叉
能
々
可
有
心
得
候
、
大
抵
二
十

　
歳
迄
に
は
子
供
善
悪
之
差
分
翻
弄
…
定
候
、
共
内
別
而
無

　
油
剛
敏
訓
二
一
候
、
家
塾
之
盛
衰
は
子
供
之
善
悪
次
第

　
罷
成
候
儀
何
れ
竜
存
知
之
前
夜
、
然
々
自
分
妊
之
物
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
”

・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二

　
　
　
ひ
る

　
は
羅
臼
入
念
、
子
供
に
付
而
は
夫
程
之
念
力
無
之
、
輕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
け
と
く

　
重
忘
却
之
筋
甚
以
不
可
然
候
、
右
心
面
影
と
致
了
簡
、

　
相
素
立
候
儀
可
爲
要
務
事
。

　
彼
の
自
叙
傳
に
由
れ
ば
當
時
の
士
族
の
階
級
に
て
は
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぽ
い
さ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
あ
つ
め

八
歳
か
ら
「
王
子
以
下
親
雲
上
迄
人
々
之
焦
慮
」
や
「
米

粉
野
菜
衣
服
諸
道
具
杯
之
名
帳
し
な
ど
を
書
い
た
肉
筆
の

手
本
を
留
つ
だ
ら
し
い
。
そ
れ
か
ら
三
字
経
で
下
方
の
稽

古
を
し
た
。
十
四
五
歳
迄
に
四
書
の
素
護
を
終
う
、
共
か
．

ら
「
讃
書
之
師
匠
相
離
、
講
談
（
講
義
）
之
師
匠
に
相
附
」

い
て
講
義
を
適
い
允
ら
し
い
。
彼
が
朱
子
學
を
奉
じ
て
講

學
著
書
に
努
め
或
は
王
子
の
天
象
と
な
う
或
は
制
度
の
改

定
に
從
事
し
三
校
を
興
し
風
敏
を
隆
ん
な
ら
し
め
力
織
に

於
て
、
次
ぎ
に
述
ぶ
る
同
時
代
の
程
順
縁
と
共
に
琉
球
敏

育
吏
上
の
面
壁
と
見
る
べ
き
中
心
入
物
で
あ
っ
カ
。

　
程
順
送
も
亦
久
米
村
の
人
で
あ
る
。
魚
種
や
使
節
の
だ

め
に
工
面
に
往
く
事
前
後
四
回
。
其
の
鯨
蝋
修
養
の
時
代

の
殆
ど
傘
ば
を
支
那
に
て
迭
っ
て
み
る
。
從
っ
て
支
那
の
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事
惰
に
糟
通
し
其
の
思
想
も
趣
味
竜
全
然
支
那
式
で
あ

る
。
彼
の
作
れ
る
詩
丈
は
殆
ど
溝
人
の
作
同
様
で
あ
る
。

實
に
彼
は
琉
球
に
於
け
る
支
那
文
化
の
普
及
に
饗
し
て
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
鉱
ご

大
の
貢
献
者
で
あ
る
。
彼
は
後
世
、
名
護
（
彼
の
領
地
）

の
聖
人
と
緬
は
る
馬
櫛
問
徳
行
を
以
て
日
代
に
重
ん
ぜ
ら

れ
尤
本
島
第
一
の
人
物
で
．
敏
化
事
業
は
彼
の
畢
生
の
精

力
を
画
し
た
所
で
あ
っ
カ
。
彼
が
丈
教
の
普
及
、
道
徳
の

鼓
吹
に
努
め
力
事
は
数
ふ
る
に
蓬
あ
ら
ざ
る
程
で
或
は
典

籍
を
楡
心
し
或
は
王
命
を
奉
じ
て
宮
欄
の
改
革
に
從
ぴ
或

は
世
子
の
侍
講
と
な
っ
て
冬
鳥
を
講
じ
、
或
は
多
く
の
書

を
著
し
て
道
を
傳
へ
π
が
就
中
、
特
筆
大
書
す
べ
き
は
明

倫
堂
の
建
設
と
六
二
術
義
を
私
財
を
投
じ
て
上
梓
頒
布
し

力
事
で
あ
る
。
後
者
は
彼
の
江
戸
に
上
っ
た
時
、
幕
府
に

．
献
じ
た
結
果
、
室
鳩
集
の
和
百
寮
と
な
っ
て
海
内
に
分
布

し
力
鋤
に
於
て
、
倉
岳
の
敏
育
更
と
難
風
あ
る
興
味
深
き

一
事
件
で
あ
る
。

　
享
俣
三
年
、
彼
は
王
に
請
ふ
て
久
米
村
の
聖
廟
の
傍
に

　
　
　
　
　
難
　
　
　
録

學
校
を
建
て
㌧
專
ら
久
米
村
の
子
弟
を
敏
聾
す
る
所
ド
、
し

穴
。
図
れ
實
に
琉
球
に
於
け
る
學
校
ら
し
き
學
校
の
擁
輿

で
あ
る
。
明
倫
堂
と
名
け
π
。
元
來
此
の
聖
廟
の
初
を
尋

ね
る
と
明
の
萬
暦
年
間
（
信
長
秀
吉
時
代
）
紫
金
大
夫
藥

堅
な
る
者
が
孔
子
の
像
を
描
い
て
其
家
に
飛
り
久
米
村
中

の
紳
絡
を
率
い
て
拝
せ
し
め
た
事
に
濫
博
し
て
、
康
熈
十

一
年
（
家
綱
時
代
）
に
始
め
て
廟
が
建
て
ら
れ
π
の
で
あ

っ
た
が
、
四
十
六
年
を
輕
て
今
や
、
學
被
が
附
設
さ
る
＼

に
釜
つ
だ
。
明
倫
堂
の
薫
育
は
支
那
と
の
交
際
蓮
灘
を
職

業
と
す
る
久
米
村
の
子
弟
に
限
ら
れ
力
故
に
、
官
話
と
支
、

那
文
の
述
作
が
最
も
重
ん
ぜ
ら
れ
た
。
學
科
は
経
書
詩
交

漢
字
暦
法
の
逸
散
で
あ
る
が
、
五
科
乏
竜
に
粂
修
す
る
の

で
は
な
く
一
二
科
を
選
修
す
る
の
で
あ
っ
だ
。
久
米
村
の

子
供
は
六
七
歳
か
ら
二
宇
宙
｝
、
三
字
話
」
、
四
字
話
し
「
五
字

話
」
等
を
蘭
科
書
と
し
て
專
ら
支
那
語
を
教
へ
ら
れ
、
習

字
も
首
里
其
他
で
行
は
れ
た
み
家
流
で
な
く
、
支
那
の
法

粘
で
饗
つ
穴
。
か
く
て
十
五
穴
継
起
な
っ
て
、
明
倫
堂
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
三
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哲
學
　
研
　
究
　
　
第
＋
號

入
學
を
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
官
話
を
重
ん
ず
る
が
故
に

明
倫
堂
で
も
「
人
申
話
」
」
や
「
、
風
流
配
」
「
自
作
葉
H
自
作

蘂
」
「
寒
徹
骨
」
等
の
俗
語
小
説
が
敏
科
書
と
し
て
用
ひ
ら

れ
「
古
今
奇
観
」
な
ど
竜
盛
ん
に
讃
ま
れ
た
。

　
か
く
し
て
明
倫
堂
は
明
治
初
年
迄
添
い
て
支
那
文
化
の

源
泉
地
と
な
っ
て
來
π
の
で
あ
う
、
且
つ
八
十
年
の
後
、

首
里
に
國
學
建
設
せ
ら
る
＼
迄
全
島
敏
椛
の
中
心
と
な
っ

て
み
た
の
で
あ
る
。

　
第
四
期
。
賓
暦
年
問
（
す
那
の
乾
隆
年
間
）
國
王
、
荷

穆
大
に
儒
學
を
愈
致
し
、
學
問
を
奨
讃
し
カ
。
つ
い
で
立

つ
た
樹
穆
の
孫
落
話
こ
そ
は
琉
球
敏
育
更
に
特
筆
す
べ
き

英
主
で
あ
っ
た
。
爵
位
の
四
年
後
（
寛
政
九
年
）
首
里
に

官
學
を
渡
す
の
議
を
久
米
村
の
太
失
達
に
盗
問
し
た
。
孕

れ
は
久
米
村
が
四
百
年
來
塵
諾
し
來
つ
禿
教
権
を
政
府
の

手
に
撮
む
べ
き
前
提
で
あ
る
か
ら
、
久
米
村
人
の
驚
愕
は

非
常
な
も
の
で
あ
っ
カ
。
陳
情
嘆
願
等
様
々
の
反
封
蝋
動

が
行
は
れ
カ
が
、
首
里
政
府
は
ど
し
く
計
餐
の
歩
を
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
閥

め
て
、
直
ち
に
假
敏
場
が
開
か
れ
る
。
同
時
に
三
面
の
選

定
任
命
が
あ
る
。
久
米
村
の
有
し
來
つ
控
教
権
に
封
ず
る

最
後
の
大
打
撃
は
官
生
（
支
那
鎧
鼠
）
選
抜
規
定
の
凝
更

で
あ
っ
か
。
蔀
ち
、
是
ま
で
憂
潮
嵐
米
村
か
ら
選
抜
し
て

ゐ
π
の
が
今
回
か
ら
首
里
よ
り
其
の
孚
激
（
二
人
）
を
出

す
事
を
宣
言
し
だ
。
此
等
の
大
改
革
に
堪
へ
ら
れ
ず
し
て
、

と
う
く
琉
球
史
上
有
名
な
る
漆
生
騒
動
な
る
竜
の
が
持

ち
あ
が
φ
、
ス
ト
ラ
イ
キ
と
な
ウ
、
政
府
の
野
馬
と
な
う
、

首
領
蓮
中
の
遠
島
入
牢
と
な
っ
て
、
波
瀾
は
納
ま
釦
、
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

が
て
國
學
訓
飾
士
子
諭
と
云
ふ
公
丈
が
登
表
さ
れ
た
。
字

句
内
容
共
に
堂
々
得
る
も
の
で
あ
る
。
曰
く
「
稽
古
之
學

　
按
、
天
子
日
謎
語
諸
候
日
野
宮
皆
所
以
興
行
敏
化
、
作

　
育
人
材
典
至
心
也
自
古
以
來
落
下
件
宮
典
街
閥
如
、
鷹

　
建
國
學
興
敏
化
育
人
材
以
南
美
備
、
然
現
今
國
財
未
裕

　
不
途
興
建
之
志
、
故
奮
官
署
構
爲
國
學
（
申
略
）
自
薮

　
以
往
無
論
名
門
輿
寒
随
、
如
有
心
行
魚
層
無
下
宣
猷
者

　
則
錐
布
衣
子
弟
我
將
暴
弼
用
之
、
或
敗
槍
鍮
閑
不
纒
月
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誹
者
刷
難
貴
族
子
孫
我
特
邊
去
焉
・
：
：
・
・
嘉
慶
三
年

　
戊
午
九
月

　
越
え
て
二
年
に
國
學
奉
行
が
置
か
れ
、
王
肖
ら
海
邦
養

秀
の
四
宇
を
大
書
し
て
掲
げ
、
入
材
養
成
を
標
榜
し
だ
。

其
年
嵩
學
落
成
し
て
御
詐
定
所
（
内
閣
）
か
ら
門
生
募
集

の
労
苦
が
出
る
。
簸
て
敷
授
が
囲
始
さ
れ
る
。
か
く
し
て

琉
球
の
教
椹
は
久
未
村
か
ら
首
府
に
移
さ
れ
於
の
で
あ

る
。
時
に
今
を
去
る
百
十
個
年
。

　
國
學
の
大
要
を
云
ふ
と
生
徒
を
官
話
詩
評
生
、
講
談
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ

の
二
類
に
分
つ
。
莞
摩
本
學
疏
入
る
者
は
臨
に
村
學
校
雫

ら

欝
欝
按
で
素
謹
書
の
初
等
教
育
を
受
け
て
み
る
者
だ
か

ら
、
直
ち
に
四
書
五
輕
唐
詩
合
解
等
の
荒
野
書
に
よ
っ
て

講
義
を
始
あ
る
。
入
學
を
許
さ
る
＼
資
絡
は
「
按
司
以
下

歴
々
之
子
弟
、
奉
行
、
申
取
役
へ
可
相
進
家
格
之
｝
魎
々
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ら

は
畢
等
學
校
修
行
の
…
後
、
同
綾
の
奉
行
が
脳
力
を
見
検
べ

て
推
薦
し
力
者
、
及
び
李
入
（
無
蔽
の
士
）
の
子
弟
は
奉

行
が
學
力
乃
至
牲
質
を
前
者
に
比
し
て
】
翠
巌
密
に
乙
ら

　
　
　
　
難
　
　
　
録

べ
て
推
薦
さ
れ
だ
者
に
隈
る
。
…
學
修
期
隈
は
定
め
て
な
い

が
概
ね
＋
八
歳
で
入
學
し
七
へ
年
既
を
維
て
退
學
す
る
。

敏
育
の
方
法
な
ど
置
く
明
倫
堂
模
倣
の
支
那
式
で
、
朱
子

自
鹿
洞
敏
學
や
舞
．
董
二
先
生
學
期
を
掲
げ
て
校
訓
と
し
て

み
る
織
や
、
校
内
に
婁
廊
…
を
建
て
、
繹
翼
の
禮
を
春
秋
に

行
ぶ
な
ど
、
支
那
の
書
院
や
縣
學
同
様
の
竜
の
で
あ
っ
疫

ら
う
と
思
は
れ
る
。
但
し
鼓
に
注
意
す
べ
肇
は
如
侮
に
敏

法
が
支
那
流
に
し
て
竜
卒
業
生
（
甥
に
卒
業
の
期
を
置
い

て
な
い
が
）
の
働
く
冠
會
が
日
本
文
化
の
雰
劉
氣
故
、
「
李

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
い
ビ

入
の
儀
は
…
・
學
問
一
偏
の
勤
め
の
み
に
竜
罷
な
ら
ず
、

文
筆
へ
日
本
交
）
算
術
等
相
黒
穂
ず
撃
て
は
竪
町
事
に
候

聞
、
勝
手
次
第
に
」
勉
強
せ
よ
と
命
じ
て
み
る
。
し
か
し

燈
心
が
な
い
盗
め
其
後
、
罵
言
書
判
で
手
跡
交
章
算
法
の

稽
古
の
π
め
長
い
夏
季
休
業
を
講
求
し
て
許
さ
れ
て
み

る
。
一
膿
琉
球
で
は
按
司
以
下
歴
々
．
の
方
以
外
の
卒
入
（
李

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
う

民
に
あ
ら
ず
）
の
登
龍
門
は
利
と
云
ふ
交
官
試
験
で
あ
っ

カ
。
科
目
は
経
書
の
調
瓢
と
賓
務
上
の
作
文
（
候
交
の
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
五



　
　
　
　
　
　
　
哲
學
　
研
　
究
　
　
箪
＋
號

適
用
文
）
で
あ
る
が
、
候
文
の
素
雪
は
琉
球
膏
年
の
孕
生
の

π
噛
じ　

　
精
力
を
要
求
し
た
の
で
あ
っ
π
。
妓
に
も
支
那
の
文
物
は

　
　
装
飾
的
表
面
的
に
、
日
本
の
文
物
は
實
際
鳥
籠
面
的
に
勢
、

　
　
力
の
あ
っ
力
事
誤
の
一
例
が
現
は
れ
て
る
ワ
燈
。

　
　
　
國
學
の
下
に
は
否
等
學
校
と
云
ふ
の
が
あ
る
。
首
里
の

　
　
　
　
　
　
ま
　
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
ら

　
　
翼
和
志
、
南
風
、
西
の
三
「
李
等
し
（
匿
）
に
各
一
絞
づ
＼

　
　
あ
っ
沁
。
國
學
の
假
敏
揚
の
設
け
ら
れ
た
寛
政
＋
年
の
創

　
　
設
に
係
る
。
敏
科
目
は
小
事
四
書
の
講
義
（
素
讃
は
既
に

　
　
村
學
絞
で
す
食
し
て
み
る
）
五
経
の
素
讃
の
外
に
脅
字
母

　
　
法
も
あ
る
。
講
談
師
匠
、
交
筆
師
匠
、
（
習
字
）
箕
術
師
匠

　
　
各
一
人
事
書
師
匠
（
影
響
）
二
人
の
敏
師
が
あ
っ
て
、
生

　
　
徒
は
村
學
校
修
了
者
で
十
五
六
歳
で
入
學
す
る
。
是
も
卒

　
　
業
の
期
限
は
な
い
が
、
大
抵
五
六
年
で
逞
學
す
る
。

　
　
　
村
塾
校
は
軍
等
學
校
の
劇
設
に
後
る
＼
事
五
年
に
し
て

　
　
享
和
三
年
に
泊
村
に
始
め
て
開
か
れ
た
。
つ
い
で
首
里
、

　
　
那
覇
に
明
豊
來
て
維
新
前
後
に
は
二
十
一
校
あ
っ
た
。
首

　
　
里
に
あ
る
の
は
七
八
歳
で
入
煙
し
、
十
四
五
歳
で
退
回
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
六

る
か
、
那
覇
と
泊
と
は
少
年
部
、
青
年
部
の
二
部
に
分
れ
、

．
青
年
部
は
卒
等
學
校
と
同
程
度
で
あ
る
。
是
も
卒
業
の
期

限
な
く
、
大
抵
二
十
一
二
で
退
嘉
す
る
。
敏
科
は
三
掌
輝

小
學
四
書
の
素
讃
と
習
字
で
あ
る
。

　
琉
球
敏
育
の
扁
大
壁
鮎
と
す
る
事
は
被
治
者
の
敏
育
機

關
の
絶
念
に
な
か
っ
だ
事
で
あ
る
。
從
っ
て
中
央
都
市
附

近
外
の
地
方
に
は
殆
ど
學
按
は
無
か
つ
か
。
只
あ
っ
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　
ガ
リ

は
村
吏
養
成
の
筆
算
稽
古
所
の
み
で
あ
る
。
各
羅
切
に
一

個
づ
＼
で
、
創
始
の
年
代
は
わ
か
ら
な
い
。
帯
留
霞
は
低
度

の
讃
書
算
で
即
ち
単
椴
名
よ
う
人
名
書
、
聖
楽
名
寄
、
御

教
條
、
六
軒
術
上
等
が
教
へ
ら
れ
る
。
是
も
卒
業
の
期
限

　
　
　
　
　
う
つ
ち

は
な
い
が
、
掟
と
云
ふ
最
下
の
付
吏
に
し
て
貰
へ
ば
退
學

す
る
。
村
吏
志
望
者
な
ら
ば
誰
で
も
入
電
で
き
る
が
多
く

は
村
吏
の
子
弟
で
、
年
齢
竜
何
の
制
限
悉
な
い
が
、
大
抵

十
一
二
よ
り
二
十
七
八
歳
ま
で
讐
、
敏
師
は
「
魯
師
匠
」

と
云
っ
て
、
大
抵
世
襲
俸
給
は
村
費
で
↓
．
年
米
二
石
が
斗

刎
に
一
ヶ
月
五
人
の
附
央
（
力
役
）
が
給
せ
ら
れ
る
金
に
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換
算
さ
れ
る
事
竜
あ
る
㌧

　
大
脳
、
以
上
の
や
う
な
敏
育
機
關
を
持
っ
て
明
治
初
年

ま
で
績
い
て
來
た
の
で
あ
っ
た
。

四
、
結
論

　
患
ふ
に
琉
球
の
交
化
は
屡
云
っ
た
如
く
、
日
支
爾
丈
化

に
影
響
扶
助
せ
ら
れ
て
特
殊
の
襲
爵
を
途
げ
た
が
、
し
か

し
其
は
貴
族
の
文
化
、
支
配
階
級
の
文
化
、
若
く
は
一
局

部
に
偏
し
た
文
化
で
あ
っ
カ
バ
ー
換
言
す
る
と
首
里
那
覇
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
で

小
交
明
で
あ
っ
π
、
．
從
っ
て
轍
育
竜
地
方
迄
普
及
せ
ず
。

此
の
小
國
の
治
著
階
級
の
み
の
極
め
て
小
面
園
に
行
は
れ

授
も
の
で
、
楠
科
書
の
多
く
は
爲
本
で
濟
ま
さ
れ
た
の
を

見
て
竜
其
の
規
模
の
小
さ
か
っ
た
事
が
想
像
で
き
る
。
然

し
、
よ
う
強
大
な
、
よ
ウ
進
ん
だ
異
種
の
爾
交
化
を
隔
離

し
力
一
つ
の
場
所
に
注
ぎ
込
ん
で
そ
こ
に
ど
ん
な
登
達
を

な
す
か
を
我
等
に
示
し
た
一
つ
の
文
化
史
の
小
さ
い
珍
し

い
鶴
形
で
あ
っ
だ
。
そ
し
て
、
此
の
小
さ
い
雛
形
の
國
の

　
　
　
　
　
難
　
　
　
回

数
育
に
竜
購
強
の
政
敏
の
一
弛
一
張
の
影
響
が
此
國
の
推

導
の
任
に
曇
る
人
物
の
賢
否
と
相
待
っ
て
一
盛
一
裏
を
積

み
重
ね
づ
＼
漸
次
特
殊
の
磯
達
を
し
て
來
臨
池
や
、
さ
て

は
他
の
大
闘
の
教
育
史
に
見
る
如
く
大
學
か
ら
小
學
へ
と

上
か
ら
下
へ
の
學
按
幾
逮
の
過
程
の
雪
形
が
見
ら
れ
る
の

は
實
に
興
昧
あ
る
事
で
あ
る
。
然
し
、
明
治
維
新
の
大
波
瀾

は
此
の
南
海
の
絶
島
に
迄
、
大
影
響
を
與
へ
て
、
此
の
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
つ
が

王
國
の
特
殊
の
文
明
を
根
祇
よ
う
覆
へ
し
て
し
彫
っ
た

そ
し
て
此
の
面
白
き
鶴
形
の
面
影
は
年
々
歳
々
忘
却
隙
滅

の
恥
誉
盛
込
に
呑
ま
れ
行
き
つ
＼
あ
る
。
以
上
述
べ
來
つ
た

教
育
罰
藩
士
、
明
漕
十
二
年
三
月
二
十
七
日
贋
藩
置
縣
と

共
に
登
く
｛
膿
せ
～
り
れ
て
並
慰
遡
脚
教
育
日
制
度
に
代
へ
ら
れ
、
爾

蕎
＋
年
。
長
く
ぐ
一
階
級
量
暫
れ
泰
姦
育

　
　
　
　
　
む
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
む

恩
惑
は
今
や
左
妊
踵
跣
の
（
手
際
然
り
）
の
牛
夫
漁
者
の
子

に
竜
灯
習
院
の
生
徒
同
様
の
國
定
敏
科
書
が
敏
へ
ら
る
＼

に
至
っ
た
。
八
重
山
島
の
村
夫
子
の
口
よ
う
竜
オ
イ
ッ
ケ

ン
。
べ
〃
グ
ソ
ン
の
名
が
唱
へ
ら
れ
、
モ
ン
テ
ッ
ソ
リ
｝
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七
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@
モ
イ
マ
ン
。
リ
ソ
デ
。
ケ
ル
シ
ニ
ン
シ
ユ
メ
イ
ナ
i
。
の
學

ほ
　
　
論
が
喋
々
き
る
＼
に
至
つ
疫
。
殆
ど
内
地
同
様
の
磯
達
を

　
　
し
π
琉
球
敏
育
の
現
獣
を
目
撃
し
、
亀
は
過
去
徽
百
年
の
簿

　
　
統
あ
る
交
化
乃
至
敏
育
が
効
果
あ
る
水
底
の
棄
石
と
な
つ

　
　
て
横
は
つ
て
み
る
事
を
思
は
ぎ
る
を
得
占
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
絡
鼻
）

　
　
　
（
本
編
に
叙
診
せ
る
史
笠
に
就
て
は
沖
縄
玉
書
館
長
伊
波
丈
學
士
、
同
館

　
　
　
　
筑
じ
踵
κ

　
　
　
員
眞
掩
名
氏
の
競
豹
に
盤
つ
も
り
が
多
い
、
是
に
慈
講
の
意
を
卸
し
て
號

　
　
　
き
た
い
）

瓢果

二
八

報

　
　
　
　
　
心
鯉
駆
逆
罰
魯
例
曾

、
十
｝
月
ナ
八
臼
、
午
後
三
時
よ
酵
實
瞼
揚
内
演
習
室
に
於
て
、
　
開
愈
左
の

　
　
　
　
ぬ

　
二
重
の
潜
演
あ
り
た
り
、

　
　
○
澱
育
と
心
理
學
と
の
蘭
語
　
　
　
編
占
算
郎
君

　
　
○
宗
勲
答
附
蹴
献
勲
階
の
心
理
的
要
那
躍
　
　
　
　
石
　
抽
旧
　
徳
　
門
　
勤
獅

　
…
脳
富
琉
の
講
演
の
大
要
は
左
の
如
く
で
あ
る
。

　
渡
三
者
は
其
最
初
に
於
て
、
此
報
鰻
が
二
分
も
満
足
す
る
事
は
塒
來
な
い

麗
策
な
見
渡
し
に
愚
き
な
い
、
と
、
紛
此
後
一
病
根
本
的
に
考
察
せ
ん
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寛

意
志
あ
る
箏
と
を
臨
つ
た
。
其
内
容
は
二
部
に
分
れ
、
　
一
現
今
教
育
者
の
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

理
學
に
封
ず
る
態
度
を
魏
察
し
、
　
二
敏
育
と
心
理
學
と
の
交
渉
如
何
を
決
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

す
る
爲
め
に
、
　
雨
者
の
際
開
係
き
否
定
す
る
尾
解
を
吟
味
し
、
典
議
論
申
か
ら

識
畜
心
難
…
学
の
桂
質
を
腫
麗
導
し
併
せ
て
癌
荻
育
實
際
家
の
之
に
…
封
ず
る
態
度
を

　
　
　
ラ

論
じ
た
。
一
既
態
度
に
は
二
種
あ
っ
て
、
　
一
は
、
心
理
學
の
教
育
に
封
ず
る

　
　
　
く

領
値
を
渦
穴
既
し
其
結
果
心
理
學
に
信
頼
レ
瀕
ぎ
る
亀
の
で
他
の
一
は
心
理

罷
を
蔑
観
し
無
用
覗
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
春
は
、
ラ
イ
に
提
唱
せ
ら
れ
マ

イ
モ
ン
に
よ
っ
て
高
調
せ
ら
れ
、
後
猫
、
佛
、
殊
に
米
國
に
於
て
盛
K
研
究

せ
ら
れ
て
る
る
。
　
聯
“
験
教
畿
月
饅
・
並
び
に
敏
育
作
鵡
莱
の
心
理
學
的
研
究
に
凱
す

る
、
教
育
卵
鼠
際
家
の
反
封
ゲ
、
あ
る
。
備
了
P
ゼ
エ
ム
ス
．
の
『
歎
師
へ
の
懲
憶
賓
』
は
能

く
之
れ
を
辮
じ
て
る
る
。
後
者
の
態
度
を
坂
る
も
の
に
は
穴
艦
鶴
侃
狸
あ
る
。
…

は
教
育
思
惣
界
に
は
一
時
流
行
的
履
想
と
教
育
の
費
験
的
心
理
學
的
研
究
と

を
溜
競
す
る
も
の
、
　
第
二
は
、
心
理
學
上
の
智
識
が
敏
育
學
に
甥
し
て
暴
覚


