
V
ツ
ジ
・
ソ
ン
グ
雑
感

力

日
米
文
化
交
渉
史
の
一
断
章

岩
倉
に
居
を
構
え
て
か
ら
、
か
れ
こ
れ
十
五
年
に

な
る
。
近
く
に
同
志
社
の
下
宿
生
や
寮
生
が
多
い
。

彼
ら
が
飲
ん
だ
勢
い
で
カ
レ
"
ジ
・
ソ
ソ
グ
を
放
歌

高
吟
し
て
散
策
す
る
の
も
、
青
年
ら
し
く
て
ょ
い
。

た
だ
、
あ
ま
り
非
常
識
な
時
問
に
「
ワ
ソ

.
、

.
、

ノ

ノ

ス
」
と
や
ら
れ
る
と
、
近
所
迷
惑
に
も
な
り
気
を
遣

う
0
 
し
か
し
、
「
う
る
さ
い
、
止
め
ろ
」
と
ど
な
り

つ
け
る
の
も
無
粋
で
非
教
育
的
だ
。
そ
う
い
う
と
き

は
、
窓
か
ら
「
発
音
が
悪
い
ゾ
!
」
と
一
喝
t
る
に

限
る
0
 
途
端
に
、
ソ
ー
ソ
と
な
る
0

「
放
歌
高
吟
」
と
い
っ
て
も
、
わ
が
カ
レ
ッ
ジ

.

ソ
ソ
グ
は
「
紅
燃
ゆ
る
丘
の
花
」
の
よ
う
に
弊
衣
破

帽
で
下
駄
を
カ
ラ
ソ
・
コ
ロ
ン
と
響
か
せ
て
造
濫
す

る
タ
イ
プ
の
歌
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
軍
靴
を
轟
か

麻

貞
雄

田

せ
て
勇
ま
し
く
行
進
す
る
「
軍
歌
」
に
属
す
る
。

こ
の
こ
と
は
私
の
岩
倉
高
校
時
代
、
漠
然
と
だ
が

生
徒
の
一
部
に
知
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ

ツ
帝
国
の
旧
い
「
国
歌
」
だ
っ
た
と
か
、
ナ
チ
ス
を

描
く
映
画
で
こ
の
曲
が
出
て
き
た
と
か
い
う
類
の
情

報
で
あ
る
0
 
し
か
し
、
カ
レ
ッ
ジ
.
ソ
ソ
グ
は
ー

他
の
多
く
の
同
志
社
の
伝
統
と
同
じ
く
1
神
聖
に

し
て
侵
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
さ
れ
て
船
り
、
先
生

に
尋
ね
る
の
も
何
と
な
く
は
ぱ
か
ら
れ
た
。

私
が
「
真
相
」
を
は
じ
め
て
知
っ
九
の
は
、
高
校

を
卒
業
し
て
ア
メ
リ
カ
の
力
ー
ル
ト
ソ
.
カ
レ
ッ
シ

に
留
学
し
て
間
も
な
い
時
で
あ
る
。
親
し
く
な
っ
た

牧
師
さ
ん
に
、
こ
れ
が
自
分
の
学
校
の
校
歌
だ
と
得

意
満
面
で
披
露
に
及
ん
だ
と
こ
ろ
、
彼
は
顔
色
を
変

え
て
「
そ
れ
は
、
き
わ
め
つ
き
の
ド
イ
ツ
軍
国
主
義

の
曲
だ
」
と
注
意
し
て
く
れ
九
0
 
力
ー
ル
・
ウ
ィ
ル

ヘ
ル
ム
の
作
曲
に
な
る
こ
の
ド
イ
ツ
国
歌
の
名
称

は
、
,
ラ
イ
ソ
を
越
え
て
"
と
い
う
の
だ
と
も
數
え

.

.

て
く
れ
た
。
(
勿
論
、
正
確
に
は
"
ラ
イ
ソ
の
守
り
"

と
い
う
の
だ
が
、
ナ
チ
ス
の
迫
害
を
逃
れ
て
ア
メ
リ

力
に
渡
っ
て
き
た
ド
イ
ツ
人
牧
師
の
こ
と
、
若
干
の

誇
張
は
理
解
に
難
く
な
い
。
)

カ
ー
ル
ト
ソ
を
卒
業
し
て
イ
ェ
ー
ル
大
学
の
大
学

院
に
進
学
し
た
私
は
、
こ
こ
で
も
ま
た
カ
レ
ッ
ジ

.

ソ
ソ
グ
に
つ
い
て
意
外
な
こ
と
を
発
見
す
る
。
ニ
ュ

ヘ
イ
ヴ
ソ
の
町
に
到
着
早
々
、
下
宿
の
一
室
で

ラ
ジ
オ
の
,
イ
ェ
ー
ル
局
"
(
イ
ェ
ー
ル
大
学
の
学

生
放
送
局
、
大
学
周
辺
な
ら
開
こ
え
る
)
に
周
波
を

合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
何
と
な
つ
か
し
い
同
志
社
ソ
ソ

グ
が
流
れ
て
く
る
で
は
な
い
か
!
私
は
条
件
反
射

的
に
「
起
立
」
し
て
し
ま
っ
た
。
だ
が
、
よ
く
開
い

て
み
る
と
、
ど
ぅ
も
同
志
社
カ
レ
ッ
ジ
・
ソ
ソ
グ
と

歌
果
違
う
。
早
速
イ
ェ
ー
ル
の
先
生
に
尋
ね
て
み

る
と
、
こ
れ
は
、
.
則
晨
宮
δ
0
一
一
品
ゆ
 
k
魯
誘
、
、
(
超
か

し
い
大
学
時
代
)
と
い
う
イ
ェ
ー
ル
校
歌
と
の
こ
と
0

何
の
こ
と
は
な
い
。
イ
ェ
ー
ル
の
校
歌
こ
そ
、
軍

国
主
義
ド
イ
ツ
の
「
国
歌
」
か
ら
メ
ロ
、
テ
ィ
ー
を
そ

つ
く
り
そ
の
ま
ま
借
用
し
、
そ
れ
を
同
志
社
が
「
ま
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た
借
り
」
の
形
で
拝
借
し
た
と
い
う
わ
け
だ
。
(
そ

の
間
の
事
情
は
『
同
志
社
九
十
年
小
史
』
に
詳
し

J
 
わ
が
カ
レ
ッ
ジ
・
ソ
ソ
グ
に
つ
い
て
、
、
は

、し

しや
肩
味
の
せ
ま
い
思
い
を
し
な
く
て
す
む
と
思
う

と
、
う
れ
し
か
っ
た
。

さ
て
、
歌
詞
の
内
容
を
比
べ
て
み
る
と
、
イ
ェ

ル
の
そ
れ
が
無
邪
気
そ
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
わ
が
カ
レ
ッ
ジ
・
ソ
ソ
グ
の
ほ
う
は
崇
高
な
理

念
と
理
想
に
満
ち
満
ち
て
い
る
。
し
か
し
、
や
は
り

同
志
社
カ
レ
ッ
ジ
.
ソ
ソ
グ
は
イ
ェ
ー
ル
校
歌
か
ら

一
部
借
用
し
て
い
る
。
後
者
の
最
後
の
ス
タ
ソ
ザ
は

次
の
よ
う
に
結
ぱ
れ
て
い
る
ー
'
'
司
又
 
n
0
住
、
{
9

δ
0
号
§
豊
ル
{
又
イ
帥
一
ゆ
一
、
、
こ
の
一
言
葉
を
借
用

し
つ
つ
、
わ
が
カ
レ
ッ
ジ
・
ソ
ソ
グ
で
は
一
部
「
改

並
戸
」
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
,
、
司
又
 
0
0
ル
"
{
又

ご
0
切
凱
功
ず
円
ミ
 
Z
N
牙
ゆ
げ
曾
ル
、
、
と
な
っ
て
船
り
、

「
祖
国
」
よ
り
も
前
に
「
同
志
社
」
を
も
っ
て
き
て

い
る
の
は
意
味
深
い
。
そ
の
後
、
昭
和
時
代
に
入

り
、
政
府
官
憲
に
ょ
る
同
志
社
弾
圧
、
そ
し
て
勇
気

あ
る
教
授
の
「
抵
抗
」
と
い
う
歴
史
の
流
れ
に
か
ん

が
み
る
と
き
、
ま
さ
に
予
言
的
と
す
ら
い
ぇ
よ
う
。

そ
れ
と
対
照
的
に
イ
ェ
ー
ル
大
学
の
歴
史
は
、

レノ

「
祖
国
」
を
「
母
校
」
に
優
先
さ
せ
る
こ
と
の
危
険

性
を
物
語
っ
て
い
る
。
歴
史
家
と
し
て
興
味
を
ひ
か

れ
る
一
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
周
知
の
よ
う
に
ア
メ

り
力
は
一
八
九
八
年
四
月
、
ス
ペ
イ
ソ
と
の
戦
争
に

突
入
、
五
月
一
日
に
は
デ
ュ
ー
イ
提
督
が
「
マ
三
フ

湾
の
闘
い
」
で
劇
的
な
勝
利
を
お
さ
め
、
フ
メ
リ
カ

の
国
民
世
論
は
興
奮
の
甜
墹
と
化
し
た
。
当
然
イ
ェ

ー
ル
大
学
も
愛
国
心
に
包
ま
れ
た
。
大
集
会
が
開
か

れ
、
そ
こ
で
あ
の
英
雄
的
な
曲
の
イ
ェ
ー
ル
校
歌
が

「
特
筆
さ
れ
る
べ
き
役
割
」
を
演
じ
る
こ
と
に
な
る
。

「
イ
ェ
ー
ル
大
学
の
歴
史
上
け
っ
し
て
忘
れ
ら
れ
な

い
」
こ
の
大
衆
集
会
に

「
イ
エ
ー
ル
関
係
者
1
教
授
陣
と
学
生
1
は

全
員
出
席
し
た
。
会
場
に
用
い
ら
れ
た
"
古
き
教

会
堂
"
は
、
そ
の
通
路
や
、
控
え
室
に
い
た
る
ま

で
超
満
員
と
な
っ
た
0
 
:
:
:
T
 
・
ド
ワ
イ
ト
総
長

は
"
こ
の
集
会
は
大
成
功
だ
っ
た
"
と
高
ら
か
に

宣
舌
し
九
0
 
:
:
:
何
と
い
っ
て
も
ク
ラ
イ
々
ツ
ク

ス
は
、
校
歌
「
輝
か
し
い
大
学
時
代
」
の
合
唱
だ

つ
た
。
そ
の
音
響
で
"
古
き
教
△
至
号
の
建
物
は

震
動
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
最
後
の
ス
タ
ソ
ザ
に

達
す
る
ま
で
に
、
大
聴
衆
は
大
声
を
張
り
あ
げ
て

合
唱
に
加
わ
っ
た
0
 
.
、
剛
又
 
n
0
ル
"
{
又
 
9
仁
=

§
曾
ル
{
又
 
k
N
一
ゆ
、
、
ー
ま
さ
に
こ
の
最
後
の

歌
詞
こ
そ
、
こ
の
大
集
会
の
主
題
で
あ
っ
た
の

②だ
」

"paRaaD.F口RC口U欝TRYA篤口F口RYAL衰'

86



今
日
、
米
西
戦
争
を
ふ
り
か
え
っ
て
正
当
化
す
る

ア
メ
リ
カ
人
は
、
ま
ず
い
な
い
だ
ろ
う
0
 
当
時
イ
ェ

ー
ル
大
学
の
教
授
陣
の
な
か
に
は
、
 
W
・
G
・
サ
ム

ナ
ー
の
よ
う
に
反
戦
の
論
陣
を
張
る
学
者
も
い
た
の

だ
が
、
一
旦
開
戦
と
な
る
と
大
勢
は
戦
争
支
持
に
傾

く
。
そ
し
て
、
イ
ェ
ー
ル
の
校
歌
も
愛
国
心
の
高
揚

の
た
め
に
悪
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

や
た
ら
に
歌
詞
の
言
葉
の
順
番
に
こ
だ
わ
る
よ
う

だ
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
二
つ
ぱ
か
り
例
を
あ
げ
て

お
こ
う
。
ア
メ
リ
カ
の
政
治
評
論
家
、
雑
誌
編
集
者

で
、
相
当
右
寄
り
な
が
ら
幅
広
い
影
響
力
を
、
つ
論

客
に
、
イ
エ
ー
ル
出
身
の
ウ
'
り
フ
ム

゛

ク
リ

ー
が
い
る
。
彼
は
一
九
五
一
年
、
『
イ
ェ
ー
ル
大
学
に

お
け
る
神
と
人
間
』
を
著
わ
し
た
が
、
そ
の
本
を
次

の
「
各
位
」
に
献
呈
し
て
い
る
ー
,
.
↓
o
 
n
a
、
-
0

9
仁
三
選
"
倉
住
一
0
 
イ
か
一
ゆ
§
§
、
0
叉
冥
代
叉
:
ユ

モ
ア
と
エ
ス
プ
リ
を
き
か
し
た
「
献
呈
」
だ
が
、
ナ

.

.

シ
,
ナ
リ
ス
ト
の
バ
ッ
ク
リ
ー
が
「
こ
の
順
番
で
」

と
念
を
押
し
て
、
母
校
の
前
に
祖
国
を
も
っ
て
き
て

い
る
と
こ
ろ
に
、
彼
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
。

「
最
た
る
拍
子
抜
け
」
と
で
も
な
る
か
)
に
相
当
す

る
四
文
字
で
埋
め
よ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
正
解
は

之
)
墨
。
「
そ
の
心
は
」
と
い
う
と
、
崇
高
に
も

「
神
の
た
め
」
「
祖
国
の
た
め
」
と
来
て
、
最
後
に

「
イ
ェ
ー
ル
の
た
め
」
で
ガ
ッ
ク
リ
来
る
と
い
う
の

だ
。
こ
の
悪
質
き
わ
ま
る
パ
ズ
ル
を
作
っ
九
の
は
、

ー
ド
出
身
で
、
イ
ェ
ー
ル
に
対
す
る
劣
等
感

゛
、ノ

の
塊
の
よ
う
な
人
物
に
違
い
な
い
、
と
私
は
今
で
も

確
信
し
て
い
る
。
し
か
し
、
別
の
角
度
か
ら
見
る
と
、

後
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ソ
」
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
の
伝
統

に
な
じ
ま
な
い
。
し
か
し
、
ア
ー
モ
ス
ト
大
学
に

'
、
ン
ヨ
ず
ゆ
誘
一
 
U
門
一
島
=
如
晋
=
伽
.
,
.
9
ヨ
ゆ
ロ
ニ
コ
片

N
 
↓
0
訟
一
 
8
 
ン
昌
ゆ
誘
一
、
、
と
、
威
勢
の
よ
い
酒
杯

田

の
歌
が
二
っ
も
あ
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
勧
。
わ
れ

わ
れ
も
一
九
世
紀
ニ
ュ
ー
・
イ
ソ
グ
ラ
ソ
ド
の
禁
欲

主
義
を
墨
守
す
る
だ
け
が
能
で
も
あ
る
ま
い
、
と
思

う
^
^
.
^
:
:
:
0

今
日
、
「
国
際
主
義
」
が
叫
ぱ
れ
て
い
る
が
、
こ

、L

の
観
点
か
ら
カ
レ
,
ジ
・
ソ
ソ
グ
を
見
直
し
て
み
る

の
も
霊
笠
思
義
で
は
な
か
ろ
う
。
同
志
社
カ
レ
ッ
ジ

.

ソ
ソ
グ
制
定
の
経
緯
に
つ
い
て
若
干
つ
け
た
し
て
お

く
と
、
そ
の
作
詞
者
は
啓
明
館
や
ア
ー
モ
ス
ト
館
な

ど
同
志
社
の
古
典
的
な
建
築
を
詳
し
た
ウ
ィ
リ
ア

ム
.
メ
レ
ル
・
ヴ
ォ
ー
リ
ス
だ
っ
た
0
 
ヴ
ォ
ー
リ
ス

自
身
は
イ
ェ
ー
ル
大
学
出
身
で
は
な
か
っ
た
が
、
一

九
世
紀
の
末
期
、
同
志
社
に
や
っ
て
き
た
フ
メ
リ
カ

人
宣
教
師
の
多
く
が
イ
ェ
ー
ル
神
学
校
出
身
で
あ
う

光
こ
と
に
か
ん
が
み
て
、
イ
ェ
ー
ル
の
校
歌
の
曲
が

選
ぱ
れ
た
理
由
は
想
像
に
難
く
な
い
。

フ
ー
モ
ス
ト
大
学
の
校
歌
は
、
同
志
社
大
学
の
ア

ー
モ
ス
ト
館
の
正
式
の
寮
歌
で
も
あ
る
。
実
に
軽
妙

な
メ
ロ
デ
ィ
ー
で
初
期
ア
メ
リ
カ
史
を
愉
快
な
形
で

要
約
し
て
い
る
。
ゞ
ミ
〕
ゆ
瀞
選
ン
昌
曾
功
一
と
題

好
き
は
有
名
だ
が
、
そ
の
中
に
ひ
ど
く
"
反
イ
ェ

ル
的
"
な
の
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
こ
に
紹
介
し
て
船

こ
う
0
 
、
,
ン
伽
§
一
§
牙
=
§
X
、
、
全
思
訳
す
る
と

ワ
ー
ド

ル
」
に
出
て
く
る
ぐ
ら
い
だ
か
ら
、
大
変
有
名
に
な

つ
た
も
の
だ
、
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
日
米
双
方
と
も
、
そ
の
大
学
歌
の
ル

ー
ツ
を
た
ど
れ
ぱ
、
中
世
ヨ
ー
巳
.
ハ
の
大
学
ま
で

さ
か
の
ぽ
る
。
古
典
的
な
「
大
学
賛
歌
」
と
し
て

は
、
ラ
テ
ソ
語
で
歌
う
,
.
0
少
仁
ル
血
山
昌
器
一
如
=
Ξ
、
:
か

世
界
的
に
有
名
だ
。
「
大
学
万
才
!
教
授
万
才
!
」

と
、
わ
れ
わ
れ
教
師
に
と
っ
て
実
に
う
れ
し
い
祝
杯

を
あ
げ
て
く
れ
る
。
一
九
世
紀
に
な
っ
て
プ
ラ
ー
ム

ズ
は
と
の
曲
を
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
「
大
学
祝
典
序

曲
」
を
作
曲
し
た
が
、
そ
れ
を
聞
く
た
ぴ
に
教
師
と

し
て
の
幸
せ
を
感
じ
る
。

ツ
.
、

ヨ
ー
ロ
,
.
ハ
の
学
生
歌
と
な
る
と
、
ぐ
っ
と
く
だ

ノ

け
て
「
酒
と
女
」
が
中
心
テ
ー
マ
に
な
る
が
、
「
最

イ
ー
ル

メ

リ

'「

ク
口

ス

.

.

ノ"、

ズ
ノレ
L-

ノ、

ノ、

ツ
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す
る
こ
の
校
歌
は
、
オ
ー
テ
ィ
ス
・
ケ
ー
リ
數
授
の

努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い

の
で
、
簡
単
に
紹
介
し
て
船
こ
う
0
 
ジ
ェ
フ
リ
ー

.

ア
ー
モ
ス
ト
男
爵
は
ヨ
ー
戸
ツ
パ
の
「
七
年
戦
争
」

に
従
軍
し
た
こ
と
、
あ
る
イ
ギ
リ
ス
士
官
。
一
七
五

八
年
フ
メ
リ
カ
に
赴
き
「
フ
レ
ソ
チ
.
イ
ソ
デ
d
フ

ソ
戦
争
」
で
カ
ナ
ダ
の
領
土
を
ぶ
ん
ど
る
な
ど
勇
名

を
馳
せ
た
の
ち
、
ヴ
ブ
ー
ジ
ニ
ア
植
民
地
の
総
督
に

任
名
さ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
に
独
立
戦
争
か
勃
発
す
る

と
、
ア
ー
モ
ス
ト
将
軍
は
ニ
ュ
ー
・
イ
ソ
グ
ラ
ソ
ド

地
方
で
フ
メ
リ
カ
植
民
地
軍
と
の
戦
い
を
指
揮
す
る

こ
と
を
拒
否
し
た
。
一
七
九
六
年
、
残
す
る
前
の
年

に
「
元
帥
」
と
な
る
。
フ
ー
モ
ス
ト
男
爵
の
遺
徳
を

九
た
え
て
、
ア
ー
モ
ス
ト
の
町
も
大
学
も
名
付
け
ら

れ
た
の
で
あ
る
。

フ
ー
モ
ス
ト
館
生
は
一
九
七
九
年
に
至
る
ま
で
、

発
音
の
練
習
に
は
げ
み
、
一
宮
ル
〕
ゆ
淨
還
の
歌
を
合

唱
し
た
、
の
だ
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
,
新
人
類
"

の
7
ー
モ
ス
ト
館
生
は
、
フ
メ
リ
カ
の
「
文
化
的
帝

国
主
義
」
に
反
撥
し
て
か
、
こ
の
美
風
を
ぶ
ち
こ
わ

し
て
し
ま
っ
九
。

フ
ー
モ
ス
ト
の
他
に
同
志
社
と
友
好
関
係
に
あ
っ

矣
学
と
い
ぇ
ぱ
、
私
の
母
校
力
ー
ル
ト
ソ
.
カ
レ

"
ジ
で
あ
ろ
う
。
一
九
七
0
年
、
大
学
紛
争
に
ょ
っ

て
姉
妹
関
係
の
断
絶
に
至
る
ま
で
、
カ
ー
ル
ト
ソ
の

学
生
が
毎
年
そ
の
卒
業
生
を
「
代
表
」
と
い
う
形
で

同
志
社
に
派
遣
し
て
い
九
。
そ
の
一
人
が
「
力
ー
ル

ト
ソ
.
ハ
ウ
ス
」
の
寮
生
に
力
ー
ル
ト
ソ
の
校
歌
を

教
え
込
、
う
と
し
た
が
、
失
敗
に
終
わ
っ
元
よ
う
で

あ
る
。た

か
が
カ
レ
ッ
、
シ
・
ソ
ソ
グ
、
さ
れ
ど
カ
レ
、

ジ
.
ソ
ソ
グ
、
で
あ
る
0
 
同
志
社
・
ア
ー
モ
ス
ト
、

同
志
社
.
イ
ェ
ー
ル
関
係
と
違
っ
て
悲
劇
的
な
道
を

歩
ん
だ
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
九
と
え
ぱ
、
関
西
学
院
の

場
合
か
そ
う
だ
。
お
そ
ら
く
同
志
社
カ
レ
ッ
ジ
.
ソ

ソ
グ
に
刺
激
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
、
関
西
学
院
は
プ

リ
ソ
ス
ト
ソ
大
学
の
校
歌
 
0
I
 
Z
器
玲
仁
を
ほ
.
ほ

全
面
的
に
借
用
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
盗

作
」
の
事
実
が
プ
リ
ソ
ス
ト
ソ
当
局
の
知
る
と
こ
ろ

に
な
り
、
プ
リ
ソ
ス
ト
ソ
か
ら
抗
議
状
が
関
西
学
院

に
舞
い
こ
ん
だ
0
 
こ
う
し
て
関
学
は
、
そ
の
カ
レ
ッ

ジ
.
ソ
ソ
グ
も
プ
リ
ソ
ス
ト
ソ
と
の
関
係
も
失
っ
て

し
ま
う
破
目
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
(
関
西
学
院
の

名
誉
の
た
め
に
書
き
添
え
る
が
、
現
在
の
校
歌
は
イ

ギ
リ
ス
の
桂
冠
詩
人
エ
ド
モ
ソ
ド
・
プ
ラ
ソ
デ
ソ
の

作
裾
よ
る
格
調
高
い
も
の
で
あ
る
J

今
、
こ
の
小
文
を
綴
り
な
が
ら
、
『
同
志
社
百
年

と
こ
し
え

ー
ド

1
永
遠
に
良
心
を
求
め
て
』
と
い
う
レ
コ

.

フ
ル
バ
ム
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
同
志
社
の
数
々
の

歌
を
聞
い
て
い
る
。
創
立
百
周
年
を
記
念
し
て
作
ら

れ
た
も
の
だ
が
、
な
か
な
か
良
く
出
来
て
い
る
。

ι

ぼ
同
時
に
『
同
志
社
歌
集
』
が
出
版
さ
れ
て
い
る

こ
れ
は
楽
譜
を
集
め
た
小
冊
子
に
す
ぎ
な
い
。

,
、
、

力こ
の
点
、
イ
ェ
ー
ル
大
学
、
か
出
版
し
九
山
§
陰
 
0
＼

は
二
三
0
頁
も
あ
り
、
は
る
か
に
充
実
し
て

札
詩

い
る
。
単
に
「
イ
ェ
ー
ル
の
歌
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、

Φ
ミ
霊
ヨ
易
に
は
じ
ま
り
欧
米
共
通
.
古
今
の
大

学
歌
、
学
生
歌
、
さ
ら
に
は
ア
メ
リ
カ
の
民
謡
の
類
、

そ
し
て
最
後
に
宿
敵
ハ
ー
バ
ー
ド
の
校
歌
ま
で
い
れ

て
い
る
の
は
、
あ
っ
.
は
れ
と
言
う
し
か
な
い
。
似
た

よ
う
た
歌
集
が
同
志
社
に
あ
っ
た
ら
な
、
と
思
う

私
は
黒
社
カ
レ
*
ジ
・
ソ
ソ
グ
に
大
き
な
誇
り

を
も
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
高
校
を
卒
業
し
て

か
ら
九
年
間
ア
メ
リ
カ
の
大
学
で
学
ん
で
い
る
間

、し

も
、
け
っ
し
て
カ
レ
ッ
ジ
・
ソ
ソ
グ
を
忘
れ
な
か
っ

た
の
だ
ろ
う
。
馬
齢
を
重
ね
て
し
ま
っ
た
が
、
今
で

も
卒
業
式
で
カ
レ
"
ジ
・
ソ
ソ
グ
を
「
全
員
起
立

で
合
唱
」
す
る
際
、
感
動
で
胸
の
つ
ま
る
個
所
が
あ

る
0
*
↓
ず
0
仁
伽
ず
一
}
]
一
0
=
如
ず
牙
ゆ
審
又
一
ル
名
ゆ
言
=
住
円

{
昌
ミ
三
ル
ゆ
、
、
ー
こ
こ
ま
で
く
る
と
、
私
の
オ

ク
タ
ー
プ
は
一
段
、
二
段
も
あ
が
る
。
こ
の
谿
を

う
元
う
と
き
、
必
ず
青
春
時
代
の
「
放
浪
」
と
知
的

5
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遍
歴
を
改
め
て
想
い
浮
か
べ
る
か
ら
で
あ
る

い
つ
か
機
会
が
あ
れ
ぱ
、
カ
レ
"
ジ
・
ソ
ソ
グ
を

通
じ
て
の
日
米
文
化
交
渉
史
を
書
い
て
み
た
い
と
思

う
。
こ
の
小
文
は
、
そ
の
た
め
の
デ
"
サ
ソ
に
過
ぎ

な
い
。
大
方
の
諸
兄
、
諸
姉
の
御
教
示
が
得
ら
れ
ぱ

幸
い
で
あ
る
。
(
大
学
法
学
部
教
授
・
外
交
史
)

(
こ
の
文
章
を
記
す
に
あ
た
り
経
済
学
部
の
渋

谷
昭
彦
先
生
か
ら
多
大
の
資
料
と
御
數
示
を
得

た
。
あ
つ
く
感
謝
し
た
い
J

(
1
)
同
志
社
社
史
史
料
編
集
所
『
同
志
社
九
十

年
小
史
』
(
学
校
法
人
同
志
社
、
一
九
六
五
年
、

非
売
品
)
、
一
五
三
1
五
四
。

(
2
)
命
8
門
伽
ゆ
名
.
一
一
ゆ
誘
O
P
 
一
袋
~
化
δ
0
~
詩
西
、
"

山
弐
、
糺
ミ
ミ
§
島
~
辻
勢
§
せ
:
~
伽
鍵
1
~
W
N
~

K
山
一
ゆ
 
d
昌
ぐ
円
忠
q
 
一
『
ゆ
訟
、
一
中
器
、
で
.
N
-

(
3
)
名
=
旨
ヨ
ヤ
.
如
員
売
一
0
三
ゆ
住
.
、
、
ミ
《
ミ

ら
0
~
~
代
⑳
化
山
§
⑳
仏
(
ン
ヨ
ず
曾
m
-
、
冨
山
誘
.
"
ン
一
仁
,

ヨ
ヨ
、
一
中
ω
N
)
.

(
4
)
 
K
N
易
ず
印
=
如
か
二
ず
0
-
0
ヨ
ゆ
乏
、
ゆ
ル
.
、
山
§
陰

0
＼
団
朴
~
N
 
(
Z
ゆ
名
イ
0
牙
 
0
.
仂
n
ず
井
ヨ
g

一
途
)
.

(
5
)
東
芝
レ
コ
ー
ズ
、
一
九
七
五
年
。

『
同
志
社
百
年
史
』
に
つ
い
て

「
通
史
編
」
(
全
二
巻
)

同
志
社
百
年
の
歴
史
を
五
つ
に
時
代
区
分

し
、
汰
の
五
部
か
ら
成
っ
て
い
る
。

第
一
部
創
業
と
成
育
(
明
治
前
半
棚
)

第
二
部
キ
リ
ス
ト
教
教
育
の
受
難
(
明
治

後
半
期
)

第
三
部
大
学
へ
の
道
尖
正
翅

第
四
部
戦
時
下
の
学
府
(
昭
和
前
半
期
)

第
五
部
再
生
と
発
展
(
昭
和
後
半
期
)

上
野
直
蔵
総
長
は
「
通
史
編
」
の
「
序
」

で
、
「
同
志
社
に
お
け
る
徳
育
の
基
礎
で
あ
る

キ
リ
ス
ト
教
は
、
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
た
る
が

ゆ
え
に
、
少
な
く
と
も
一
九
四
五
年
に
い
た
る

ま
で
国
粋
的
権
威
筋
か
ら
胡
乱
な
目
で
み
ら

れ
、
疑
問
視
さ
れ
、
敵
視
さ
れ
て
き
た
。
(
中
略
)

同
志
社
を
護
る
た
め
の
先
人
た
ち
の
す
さ
ま

じ
い
ま
で
の
攻
防
は
、
ま
さ
に
一
つ
の
ド
ラ
マ

で
あ
り
、
読
む
も
の
を
し
て
緊
張
と
畏
怖
の
念

を
起
こ
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
書
は
同
志
社

の
犯
し
た
数
々
の
失
敗
や
恥
辱
の
部
分
を
も
隠

す
こ
と
な
く
記
し
て
い
る
。
」
と
述
べ
て
船
ら
れ

る
0
 
ラ
ッ
ト
ラ
ソ
ド
の
グ
レ
イ
ス
教
会
に
お
け

る
新
島
襄
の
、
学
校
設
立
に
関
す
る
訴
え
を
起

点
と
す
る
「
通
史
編
」
は
、
確
か
に
、
キ
リ
ス

ト
教
主
義
を
め
ぐ
る
同
志
社
の
攻
防
を
軸
に
展

開
さ
れ
て
い
る
と
い
ぇ
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
同
志

社
の
諸
制
度
や
諸
学
校
の
変
遷
、
そ
こ
で
生
き

た
学
生
生
徒
を
含
む
諸
先
輩
の
動
向
な
ど
は
、

そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
、
読
者
に
訴
え
る
も
の
を
も

つ
は
ず
で
あ
る
。

「
資
料
編
」
(
全
二
巻
)

「
通
史
編
」
の
叙
述
に
用
い
ら
れ
た
基
礎
資

料
お
よ
び
そ
れ
に
関
連
の
あ
る
も
の
を
中
心
に

編
纂
さ
れ
て
い
る
。
同
志
社
開
業
関
係
に
は
じ

ま
り
一
九
七
五
年
度
ま
で
の
主
要
な
資
料
を
収

録
、
原
資
料
に
ょ
る
同
志
社
百
年
史
と
い
っ
て

よ
く
、
そ
れ
自
体
自
立
性
を
も
っ
て
い
る
。
収

録
資
料
三
五
0
点
、
従
来
活
字
に
な
っ
て
い
な

か
っ
た
、
の
、
す
な
わ
ち
未
公
開
資
料
が
数
多

く
含
ま
れ
て
%
り
、
読
者
は
同
志
社
史
の
新
し

一
面
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
研
究
者
の
期
待

いに
も
応
え
う
る
も
の
で
あ
る
。
詳
し
い
同
志
社

年
表
を
添
え
て
あ
る
。

「
通
史
編
」
約
一
七
8
.
ヘ
ー
ジ
。

掲
城
写
真
三
二
五
点
。

頒
価
・
六
、
§
円

送
料
不
要
の
場
合
五
、
四
0
0
円

「
資
料
編
」
約
二
0
8
.
ヘ
ー
ジ
。

頒
価
・
三
、
 
0
0
0
円

送
料
不
用
の
場
合
一
Q
 
八
8
円

発
行
・
学
校
法
人
同
志
社

取
扱
い
・
同
志
社
収
益
事
業
課

(
露
0
七
五
1
二
五
一
1
三
0
三
八
)
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会
津
の
同
志
社
人

昨
秋
、
松
山
同
志
社
総
長
先
生
一
行
わ
ざ
わ
ざ
会

津
に
見
え
ら
れ
、
山
本
覚
馬
・
新
島
八
重
誕
生
の
地

を
親
し
く
訪
ね
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
折
、
ゆ
か
り
の

地
案
内
の
役
を
致
し
ま
し
た
故
を
も
っ
て
、
会
津
関

係
の
同
志
社
人
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
致
し
ま

す
。

初
め
は
山
本
覚
馬
で
す
。
覚
馬
は
一
ハ
ニ
ハ
(
文

政
一
一
)
年
一
月
、
会
津
藩
士
山
本
権
八
の
長
男
と

し
て
、
若
松
郭
内
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
の
場
所
は

現
在
、
会
津
若
松
市
米
代
二
丁
目
一
番
二
三
号
宮

崎
十
三
八
氏
宅
と
な
っ
て
い
ま
す
。

覚
馬
は
藩
校
日
新
館
で
文
武
を
学
ぴ
、
一
亘
歳
よ

五
十
嵐
勇
作

り
二
九
歳
ま
で
は
江
戸
に
あ
っ
て
佐
久
間
象
山
.
大

木
衷
域
ら
に
学
ぴ
、
勝
海
舟
と
も
交
際
し
、
そ
の
間
、

洋
式
砲
術
の
研
究
を
深
め
る
傍
ら
、
蘭
学
を
修
め
て

い
ま
す
。
先
覚
者
と
し
て
の
卓
見
は
、
こ
の
頃
に
養

わ
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
二
九
歳
の
と
き
会
津
に
帰

り
、
藩
校
に
蘭
学
所
を
設
け
教
授
と
な
り
、
三
七
歳

の
と
き
藩
主
松
平
容
保
に
従
っ
て
上
洛
し
ま
す
。
一

八
六
七
(
慶
応
一
己
年
十
貝
会
津
藩
士
は
大
坂
へ

向
う
が
、
覚
馬
は
京
都
に
留
ま
り
ま
す
。
翌
年
一
月
、

鳥
羽
伏
見
の
戦
で
会
津
藩
が
朝
廷
に
敵
す
る
烹
の

な
い
こ
と
を
弁
明
し
よ
う
と
し
て
戦
陣
に
出
か
け
、

薩
摩
藩
兵
に
捕
え
ら
れ
、
禁
鈿
の
身
と
な
り
ま
し
九
。

山本覚馬



時
勢
を
憂
え
薩
摩
藩
主
に
面
会
を
求
め
条
、
出
来

な
か
っ
た
の
で
同
囚
の
野
沢
氏
に
筆
記
さ
せ
、
管
見

と
題
し
薩
摩
藩
主
に
差
し
出
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
た

め
に
覚
馬
の
意
見
は
朝
議
に
用
い
ら
れ
ま
す
。
こ
の

管
見
は
青
山
霞
村
著
『
山
本
覚
馬
』
の
巻
末
に
、
載

せ
て
あ
り
、
私
た
ち
が
今
日
こ
れ
を
見
れ
ぱ
、
当
時

の
覚
馬
の
先
覚
的
な
こ
と
に
驚
く
ぱ
か
り
で
す
。

帝
都
が
東
京
に
遷
っ
た
後
の
京
都
の
た
め
に
、
京

都
府
顧
問
と
な
り
、
汰
々
と
京
都
の
近
代
化
に
尽
力

し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
青
山
氏
の
書
に
見
る
通
り
で
あ

り
ま
す
0

覚
馬
が
新
島
襄
に
会
う
の
は
一
八
七
五
(
明
治
八
)

年
で
、
そ
の
年
の
十
一
月
に
宣
數
師
J
・
D
・
デ
ィ

ヴ
一
ス
が
加
わ
っ
て
三
人
の
同
志
が
協
力
し
て
、
同

志
社
が
創
立
さ
れ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
れ
よ

り
前
に
覚
馬
に
は
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
の
理
解
が

あ
っ
た
こ
と
で
す
。

即
ち
三
年
前
に
京
都
で
博
覧
会
か
あ
り
、
こ
の
と

き
覚
馬
は
宣
數
師
ギ
ュ
ー
リ
;
ら
に
会
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
後
、
ゴ
ー
ド
ソ
よ
り
お
く
ら
れ
た
『
天
道

湖
原
』
を
読
ん
で
船
り
、
こ
れ
ら
は
見
え
ざ
る
神
の

御
手
の
な
す
業
と
信
じ
九
い
の
で
す
。

薩
摩
藩
よ
り
覚
馬
に
与
え
ら
れ
た
旧
同
藩
邸
跡
地

を
、
覚
馬
は
同
志
社
英
学
校
の
敷
地
に
談
り
、
一
八

七
六
年
に
新
校
舎
か
落
成
と
な
り
ま
す
。
ま
た
こ
の

年
は
熊
本
バ
ソ
ド
が
転
入
し
て
同
志
社
の
第
一
歩
と

な
り
ま
す
。

炊
に
山
本
覚
馬
の
妹
八
重
に
つ
い
て
述
べ
ま
す
。

八
重
は
一
八
四
五
年
十
一
月
、
若
松
に
生
ま
れ
、
一

八
七
一
(
明
治
四
)
年
十
月
、
兄
覚
馬
を
頼
っ
て
京

都
に
出
ま
し
て
、
女
紅
場
(
後
の
京
都
府
立
第
一
高

等
女
学
校
)
の
舎
監
に
奉
職
、
一
八
七
六
年
一
旦

デ
ィ
ヴ
'
ス
か
ら
洗
礼
を
受
け
て
、
新
島
襄
と
結
婚

し
ま
す
。
八
重
の
受
洗
は
京
都
に
兆
け
る
新
教
の
最

初
の
受
洗
と
い
う
こ
と
で
す
。
八
重
に
つ
い
て
は
晩

年
に
語
っ
た
こ
と
が
「
新
島
八
重
子
回
想
録
」
と
し

て
、
永
沢
嘉
巳
男
が
筆
記
し
同
志
社
新
聞
に
連
載
さ

れ
、
戦
後
に
再
版
刊
本
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
こ

で
は
会
津
戦
争
中
の
活
躍
に
つ
い
て
述
べ
ま
す
。

そ
れ
は
戊
辰
の
八
月
よ
り
九
月
に
か
け
て
、
八
重

は
若
松
城
に
籠
城
し
ま
し
た
。
女
子
は
炊
事
や
傷
病

兵
の
看
護
に
当
た
っ
て
い
る
中
で
、
八
重
は
男
装
を

な
し
、
砲
術
の
役
を
指
揮
し
た
と
の
こ
と
を
、
当
時

小
姓
役
と
し
て
同
じ
く
籠
城
し
て
船
っ
た
井
深
梶
之

助
は
「
同
志
社
校
友
同
窓
会
報
第
能
号
」
(
一
九
三

二
年
)
に
述
べ
て
い
ま
す
。

開
城
に
際
し
八
重
が
城
壁
に
書
い
た
「
明
日
よ
り

お

は
い
づ
こ
の
誰
か
な
が
む
ら
ん
、
な
れ
し
大
城
に
残

す
月
影
」
の
歌
は
、
有
名
で
あ
り
ま
す
。
八
重
は
戊

辰
後
、
十
四
年
ぶ
り
に
新
島
襄
と
共
に
若
松
城
を
訪

れ
、
昔
日
の
戦
跡
を
し
の
び
ま
し
た
。
晩
年
の
一
九

三
一
(
昭
和
一
◇
年
九
月
に
は
若
松
郊
外
の
大
龍
寺

に
あ
る
墓
地
を
訪
ね
、
等
身
大
の
高
さ
の
「
山
本
家

戈
後

'

゛
、
'

、

イ

.

.

甲
'

,

新島八重

ぼ

大龍寺の山本家墓所
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之
墓
所
」
と
記
し
た
石
柱
を
建
て
て
い
ま
す
。
大
龍

寺
で
は
今
に
そ
の
墓
地
を
大
切
に
し
、
石
垣
、
積
ん

で
下
さ
っ
て
い
る
こ
と
は
有
難
い
こ
と
で
す
。

次
に
手
許
に
あ
る
『
同
志
社
校
友
会
名
等
』
(
一

九
六
五
年
)
に
ょ
り
、
年
次
順
に
述
べ
ま
す
。

最
初
の
人
は
望
月
興
三
郎
で
、
一
八
八
七
年
英
学

校
を
卒
業
し
て
い
ま
す
。
望
月
に
つ
い
て
は
『
福
島

県
史
第
Ⅱ
巻
』
の
一
五
三
頁
に
、
明
治
十
五
年
二
月

十
日
大
沼
郡
高
田
に
て
自
由
民
権
運
動
の
た
め
佐
治

幸
平
ら
と
共
に
演
説
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
、
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
望
月
は
当
時
、
高
田
小
学
校
教
員
で

あ
っ
た
が
、
辞
職
し
同
志
社
に
入
学
し
ま
す
。
今
か

ら
約
三
十
年
前
に
、
私
は
望
月
が
京
都
に
走
っ
た
と

の
記
録
の
古
本
を
見
つ
け
、
今
も
保
存
し
て
い
ま
す
。

望
月
は
一
九
一
八
年
に
、
「
明
治
の
十
五
年
故
郷

を
去
て
以
来
、
各
地
蔀
遊
、
多
く
は
京
阪
神
の
間
に

在
り
、
神
戸
は
明
治
三
十
九
年
来
根
拠
地
と
し
て
家

族
を
置
き
、
大
正
四
年
朝
鮮
よ
り
帰
住
し
、
爾
来
外

国
貿
易
業
に
関
与
致
居
れ
ど
も
、
根
が
武
士
の
生
ま

れ
に
て
成
金
に
も
な
れ
ず
、
祿
々
塵
仙
窟
に
穴
居
致

居
候
、
去
夏
北
陸
線
に
て
帰
国
、
久
振
に
て
故
郷
の

山
川
に
接
し
、
懐
古
の
情
を
窓
に
致
候
。
」
(
「
会
津

会
会
報
」
玲
号
)
と
述
べ
て
い
ま
す
。

汰
は
兼
子
常
五
郎
(
重
光
)
で
、
一
八
九
一
年
に

神
学
科
別
科
を
卒
業
し
て
い
ま
す
。
兼
子
は
一
八
五

八
年
に
河
沼
郡
勝
常
村
に
生
ま
れ
、
一
八
八
0
年
栃

木
師
範
学
校
を
卒
業
し
、
栃
木
県
下
で
教
員
を
し
て

、
内
り
ま
し
た
が
、
福
島
県
下
の
自
由
民
権
運
動
に
賛

同
し
会
津
に
帰
っ
て
参
り
ま
し
九
。
そ
し
て
喜
多
方

事
件
に
連
座
し
会
津
地
方
の
民
権
家
と
し
て
活
躍
し

ま
す
。
詳
細
は
『
福
島
県
史
第
Ⅱ
巻
』
や
高
橋
哲
夫

著
『
福
島
民
権
家
列
伝
』
に
ゆ
ず
り
ま
す
。

望
月
の
影
響
を
受
け
た
の
か
、
ど
ぅ
か
は
判
然
と

し
な
い
が
、
望
月
よ
り
三
年
船
く
れ
て
兼
子
は
京
都

に
至
り
、
同
志
社
に
入
学
し
ま
t
。
翌
年
に
は
新
島

襄
よ
り
洗
礼
を
受
け
、
伝
道
者
と
し
て
の
決
心
を
固

め
ま
し
た
。
一
八
九
五
年
よ
り
一
九
二
九
年
ま
で
、

若
松
基
督
教
会
牧
師
を
勤
め
ま
し
た
。
こ
の
間
に
多

く
の
信
者
を
育
て
、
中
で
も
会
津
中
学
校
の
生
徒
に

多
く
の
感
化
を
与
え
、
彼
等
の
中
か
ら
二
瓶
要
蔵

.

遠
藤
作
衛
・
小
林
美
登
利
な
ど
の
伝
道
者
が
輩
出
し

て
船
り
ま
す
0

次
は
今
泉
真
幸
で
、
一
八
九
一
年
に
普
通
学
校
を

経
て
、
一
八
九
六
年
に
神
学
校
本
科
を
卒
業
し
て
船

り
ま
す
。
真
幸
の
父
は
日
新
館
漢
学
教
師
の
今
泉
岫

雲
で
、
戊
辰
後
に
越
後
に
居
り
ま
し
た
の
で
、
真
幸

八
七
一
年
に
越
後
で
生
ま
れ
る
の
で
す
。
真
幸

はは
神
戸
多
聞
教
会
牧
師
と
し
て
活
躍
し
、
組
合
教
会

の
要
職
を
歴
任
、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
成
立
に
努
め
、

戦
後
は
聖
書
協
会
理
事
長
と
し
て
、
任
期
中
に
口
語

訳
聖
書
の
完
成
を
見
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
り

ま
す
。
猪
苗
代
湖
畔
の
聖
書
学
校
に
は
聖
書
協
会
が

全
面
的
に
協
力
下
さ
れ
、
自
ら
講
義
も
し
て
下
さ
い

ま
し
た
。
著
書
の
中
に
『
新
島
襄
小
伝
』
、
ご
ざ
い

ま
す
。
同
志
社
入
学
は
望
月
の
す
す
め
に
ょ
っ
た
こ

と
を
つ
け
加
え
て
お
き
ま
す
。

次
は
高
橋
正
道
で
、
一
八
九
六
年
に
神
学
校
別
科

を
卒
業
し
て
船
り
ま
す
。
一
八
七
0
年
五
月
に
大
沼

郡
北
村
西
兎
沢
(
現
・
会
津
高
田
町
大
字
旭
三
寄
)

の
山
内
岩
吉
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
、
幼
名
は
山
内

鹿
三
と
い
い
ま
し
九
。
の
ち
正
道
と
改
め
一
八
九
八

年
に
岩
手
県
水
沢
町
(
現
・
水
沢
市
)
の
高
橋
サ
ソ

と
結
婚
し
ま
し
た
。
卒
業
後
、
喜
多
方
に
赴
任
し
伝 今泉幸
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道
し
九
ほ
か
は
、
北
は
函
館
よ
り
西
は
鳥
取
ま
で
の

各
教
会
を
歴
任
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
伺
志
社
の

教
科
に
別
科
柔
道
を
設
け
る
た
め
に
努
力
さ
れ
ま
し

九
。
同
志
社
入
学
よ
り
の
生
涯
の
日
、
記
は
、
同
志
社
に

保
存
さ
れ
て
い
る
の
で
、
拝
見
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

次
は
二
瓶
要
蔵
で
、
一
九
0
七
年
神
学
校
本
科
の

卒
業
で
す
。
一
八
八
四
年
五
月
、
若
松
に
生
ま
れ
、

会
津
中
学
三
年
の
と
き
兼
子
重
光
牧
師
よ
り
受
洗
、

神
学
校
卒
業
後
は
松
山
・
京
都
今
出
川
(
現
・
洛

北
)
・
巣
鴨
の
各
數
会
を
歴
任
し
、
そ
の
間
に
ア
メ

り
力
と
イ
ギ
リ
ス
に
遊
学
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
九
二

六
年
に
感
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
東
京
府
下
の
千

歳
村
に
て
修
道
院
生
活
を
始
め
ら
れ
ま
す
。
戦
後
は

聖
ヨ
ハ
ネ
教
会
と
聖
ヨ
ハ
ネ
修
道
所
を
設
立
さ
れ
ま

し
た
。
ま
た
個
人
雑
姦
『
宗
教
』
を
一
九
二
三
年
よ

り
戦
中
・
戦
後
の
少
し
の
休
刊
を
除
け
ぱ
約
五
十
年

間
、
通
刊
六
0
0
号
ま
で
発
行
さ
れ
た
の
は
、
同
じ

若
松
出
身
の
佐
藤
繁
彦
の
個
人
雑
誌
『
ル
タ
ー
研

究
』
と
共
に
、
日
本
キ
リ
ス
ト
數
界
の
大
き
な
足
跡

だ
と
思
い
ま
す
。
一
九
七
六
年
に
は
同
志
社
大
学
よ

り
名
神
学
博
士
号
を
受
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
郷
土

会
津
の
誇
り
で
あ
り
ま
す
。
一
九
八
五
年
に
百
歳
を

越
え
て
の
著
作
集
全
王
巻
刊
行
さ
れ
た
壮
挙
は
故
郷

の
新
開
に
も
報
ぜ
ら
れ
ま
し
た
。
昨
年
三
月
の
松
沢

數
会
に
船
い
て
の
葬
儀
に
は
、
私
は
会
津
高
校
同
窓

会
を
代
表
し
て
参
列
し
た
次
第
で
す
。

次
に
遠
藤
作
衛
は
、
一
九
一
五
年
大
学
神
学
部
を

修
業
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
八
八
九
年
、
北
会
津
郡
飯

寺
村
(
現
・
会
津
若
松
市
門
田
町
)
に
生
ま
れ
、
会

津
中
学
四
年
の
と
き
兼
子
重
光
よ
り
受
洗
、
同
志
社

在
学
中
に
向
日
町
で
開
拓
伝
道
さ
れ
現
在
の
向
日
町

教
会
の
基
を
築
か
れ
、
ま
た
同
志
社
を
終
え
ら
れ
て

か
ら
堺
教
会
に
赴
任
さ
れ
ま
す
。
一
九
二
二
年
か
ら

二
五
年
ま
で
は
オ
.
へ
り
ソ
大
学
な
ど
に
留
学
さ
れ
、

帰
国
さ
れ
て
ょ
り
兵
庫
と
洛
陽
の
教
会
で
牧
会
に
当

ら
れ
ま
し
た
。
組
合
教
会
の
部
会
長
や
同
志
社
の
教

育
に
も
関
与
さ
れ
ま
し
た
。
ご
子
息
の
遠
藤
彰
神
学

部
教
授
に
は
湖
畔
聖
書
学
校
に
何
回
と
な
く
講
義
を

し
て
下
さ
つ
た
こ
と
は
感
謝
の
至
り
で
す

次
に
小
林
美
登
利
は
、
一
九
エ
ハ
年
大
学
神
学
部

を
卒
業
し
て
船
り
ま
す
。
小
林
は
一
八
九
二
年
一

月
、
大
沼
郡
田
川
村
佐
布
川
(
現
・
会
津
高
田
町
)

に
生
ま
れ
、
会
津
中
学
三
年
の
と
き
兼
子
重
光
よ
り

洗
礼
を
受
け
て
い
ま
す
。
小
林
は
ブ
ラ
ジ
ル
に
渡
っ

て
、
サ
ソ
.
ハ
ウ
ロ
に
聖
州
義
塾
を
開
き
、
プ
ラ
ジ
ル

在
住
の
日
系
人
子
弟
の
教
育
に
当
た
り
ま
し
た
。

会
津
生
ま
れ
で
な
い
方
と
し
て
は
、
兼
子
重
光
の

後
任
と
し
て
会
津
若
松
教
会
牧
師
を
勤
め
ら
れ
九
松

本
宗
吉
、
明
治
大
正
期
に
会
津
中
学
校
教
師
を
さ
れ

た
尾
戸
長
能
、
の
二
人
を
つ
け
加
え
て
船
き
ま
す
。

以
上
、
明
治
大
正
期
卒
業
の
方
々
の
み
と
な
り
ま

し
た
が
、
ビ
参
考
に
な
れ
ぱ
幸
に
存
じ
ま
す
。

(
郷
土
史
研
究
家
)

1
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ブ
夫
妻
と
一
志
社

ウ
エ

ソ

イ
ギ
リ
ス
で
の
在
外
研
究
期
間
中
の
あ
る
日
、
ロ

ソ
ド
ソ
大
学
政
経
学
院
(
一
0
温
今
 
m
n
ず
0
0
-
 
0
{

同
8
=
0
昌
9
 
習
ル
則
0
一
二
§
一
 
m
0
一
今
9
)
で
開
か
れ

た
研
究
会
で
、
同
学
院
で
国
際
関
係
論
を
担
当
し
て

い
る
イ
フ
ソ
:
一
ツ
シ
ュ
教
授
が
、
「
イ
ギ
リ
ス
に
村

け
る
日
本
研
究
の
現
状
」
と
題
す
る
発
表
を
お
こ
な

つ
た
。
そ
の
中
で
、
同
学
院
の
創
設
者
で
あ
る
シ
ド

ニ
ー
.
ウ
エ
ッ
ブ
が
妻
で
あ
る
べ
フ
ト
リ
ス
.
ウ
毛

プ
と
と
も
に
同
志
社
を
一
九
一
一
年
訪
問
を
し
た
こ

と
に
ふ
れ
た
。
こ
の
と
き
同
学
院
で
学
ん
だ
こ
と
の

あ
る
同
志
社
の
関
係
者
が
ウ
毛
プ
夫
妻
の
世
話
を

し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
だ
れ
な
の
か
分
か
ら
な
い
の

で
、
ぜ
ひ
知
り
た
い
旨
を
の
べ
て
い
九
。
研
究
会
の

1

香

船
わ
っ
た
後
、
私
が
黒
社
に
在
籍
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
そ
の
人
物
の
調
査
を
依
頼
さ
れ
た
。

私
自
身
も
シ
ド
ニ
ー
・
ウ
毛
プ
に
は
非
常
に
関

心
を
も
っ
て
い
た
。
労
勧
組
合
の
実
態
調
査
や
歴
史

研
究
を
妻
と
と
も
に
共
同
研
究
を
す
す
め
『
産
業
民

主
制
』
や
『
労
働
組
合
運
動
史
』
と
い
う
古
典
的
名

著
を
発
表
し
て
い
る
し
、
私
の
在
外
研
究
の
テ
ー
マ

で
あ
る
「
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
に
対
す
る
労
勧
政

策
」
を
研
究
す
る
う
え
で
は
欠
く
と
と
の
で
き
な
い

人
物
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
第
二
次
労
働
党
内
閣

の
植
民
地
大
臣
と
な
っ
た
シ
ド
ニ
ー
・
ウ
エ
"
プ
(
こ

の
時
.
ハ
ス
フ
す
ー
ル
ド
男
爵
と
な
っ
た
)
の
労
働
政

策
が
今
も
イ
ギ
リ
ス
の
旧
植
民
地
の
労
使
関
係
の
基

本
的
枠
組
と
し
て
生
き
つ
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
シ
ド
ニ
ー
・
ウ
エ
ッ
プ
の
こ
と
を
調

べ
て
い
た
の
で
、
ニ
,
シ
ュ
教
授
の
依
頼
を
よ
ろ
こ

ん
で
ひ
き
う
け
た
。
本
稿
は
そ
の
調
査
結
果
の
報
告

で
あ
る
。

孝
三

ウ
エ
ど
フ
夫
妻
は
多
様
な
活
動
の
合
間
に
、
い
き

ぬ
き
の
た
め
に
世
界
旅
行
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
一

八
九
八
年
に
は
フ
メ
リ
カ
、
ニ
ュ
ー
、
シ
ー
ラ
ン
ド
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
フ
を
九
力
月
か
け
て
旅
行
し
、
一
九

三
年
に
は
カ
ナ
ダ
、
日
本
、
朝
鮮
、
中
国
、
々
レ

ー
シ
ア
、
イ
ン
ド
で
十
力
月
の
旅
行
を
し
て
い
る
。

一
九
三
二
年
に
は
ソ
ビ
エ
ト
を
旅
行
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
旅
行
の
う
ち
、
ソ
ビ
エ
ト
を
除
い
て

は
、
ま
と
ま
っ
九
本
は
だ
し
て
い
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
代
わ
り
、
.
ヘ
フ
ト
リ
ス
が
日
記
を

残
し
て
い
る
。
こ
の
日
記
は
有
名
で
あ
り
、
現
在
六

冊
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
世
界
旅
行
中
の
日

記
の
部
分
は
現
在
四
冊
出
版
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ

か
、
日
本
を
旅
行
し
た
部
分
は
ま
だ
出
版
さ
れ
て
い

2

,
、
、

し
か
し
、
そ
の
部
分
の
日
記
を
み
る
こ
と
は
で
き

る
。
日
記
の
原
本
は
ロ
ン
ド
ソ
大
学
政
経
学
院
鼎

館
の
特
別
室
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
原
本
は
手
書
き

ナ
し

川
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の
た
め
に
読
み
づ
ら
い
の
で
、
そ
れ
を
タ
イ
プ
に
う

つ
て
あ
る
0
 
さ
ら
に
そ
れ
が
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ッ
シ
ュ

に
%
さ
め
ら
れ
て
発
り
、
コ
ピ
ー
す
る
こ
と
も
で
き

る
。
日
本
の
部
分
は
コ
ピ
ー
枚
数
に
し
て
約
一
 
0
0

枚
に
も
な
る
。
そ
の
中
に
同
志
社
に
つ
い
て
の
記
述

を
発
見
し
た
。

ウ
エ
ッ
プ
夫
妻
が
日
本
に
到
着
し
た
の
は
一
九
一

一
年
八
月
十
七
日
頃
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と

の
日
記
は
毎
日
書
か
れ
た
、
の
で
は
な
く
何
日
分
か

を
ま
と
め
て
書
い
て
い
る
た
め
に
日
付
け
が
は
っ
き

り
し
な
い
。
横
浜
港
に
到
着
し
て
、
鎌
倉
、
東
京
、

伊
香
保
、
沼
田
、
軽
井
沢
、
長
野
、
新
潟
、
名
古
屋

を
へ
て
京
都
に
や
っ
て
き
た
。
そ
の
後
大
阪
、
東

京
、
宮
島
、
下
関
を
へ
て
朝
誓
渡
っ
て
い
る
。

京
都
に
つ
い
た
の
は
一
九
二
年
九
月
十
四
日
の

晩
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
宮
本
盛
太
郎
『
来
日

し
た
イ
ギ
リ
ス
人
』
(
木
鐸
社
)
の
中
で
、
『
大
阪
朝

日
新
聞
』
九
月
十
六
日
二
面
に
、
ウ
毛
ブ
夫
妻
が

十
四
日
夜
七
時
三
十
一
分
に
名
古
屋
か
ら
入
洛
し
、

都
ホ
テ
ル
に
泊
っ
た
こ
と
を
報
じ
て
い
る
こ
と
を
記

述
し
て
い
る
。
さ
ら
に
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
九
月
十

五
日
一
面
に
、
十
四
日
特
派
員
発
で
「
、
ソ
ド
ニ
ー
来

3

電
」
を
報
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
九
月
十
四

日
晩
に
京
都
に
来
た
こ
と
は
た
し
か
ら
し
い
。

京
都
に
つ
い
て
か
ら
、
ま
ず
第
一
に
し
九
こ
と
は

同
志
社
の
訪
問
で
あ
っ
九
。

同
志
社
に
つ
い
て
の
記
述
を
英
文
の
ま
ま
、
後
に

の
せ
て
船
く
。

こ
の
英
文
の
中
で
書
い
て
あ
る
と
船
り
、
ロ
ソ
ド

ソ
大
学
政
経
学
院
で
学
び
同
志
社
で
指
導
的
な
數
授

の
一
人
と
な
っ
て
い
る
人
物
か
、
ニ
ッ
ソ
ユ
教
授
の

た
ず
ね
て
い
る
人
で
あ
る
。
ロ
ソ
ド
ソ
大
学
の
資
料

と
同
志
社
社
史
資
料
室
の
資
料
を
つ
き
あ
わ
せ
九
結

果
、
水
崎
基
一
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

水
崎
基
一
は
明
治
四
年
九
月
生
ま
れ
で
、
明
治
二

十
六
年
六
月
同
志
社
普
通
学
校
を
卒
業
し
九
。
そ
の

年
八
月
か
ら
明
治
二
十
八
年
ま
で
北
海
道
集
治
監
教

藹
師
と
な
り
、
明
治
二
十
九
年
四
月
か
ら
三
十
二
年

四
月
ま
で
台
湾
総
督
府
外
事
課
に
勤
務
し
た
。

そ
の
後
明
治
三
十
二
年
九
月
か
ら
三
十
四
年
六
月
ま

で
三
プ
イ
ン
バ
ラ
大
学
、
三
十
四
年
九
月
か
ら
三
十

五
年
六
月
ま
で
ロ
ン
ド
ソ
大
学
政
経
学
校
で
政
治
経

済
歴
史
を
研
究
し
て
い
る
。
ロ
ソ
ド
ソ
大
学
に
は
一

年
足
ら
ず
し
か
い
な
か
っ
九
が
、
同
学
院
の
創
設
者

4

で
あ
っ
た
シ
ド
ニ
ー
・
ウ
エ
ッ
プ
と
知
り
合
う
機
会

は
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

同
学
院
の
記
録
に
ょ
る
と
、
一
九
0
一
年
か
ら
二

年
に
か
け
て
の
学
生
り
ス
ト
を
み
る
と
、
全
学
生
総

数
約
一
0
0
0
名
の
中
に
、
八
名
の
日
本
人
名
を
み

つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
 
0
.
 
d
式
益
"
仂
.
↓
か
0
乞
、

一
.
 
m
仁
四
、
冨
.
 
0
卯
仁
益
"
冨
.
冨
一
N
仁
盤
式
、
 
m
.
一
一
0
"

ン
.
 
l
a
ぢ
の
八
名
で
あ
り
、
こ
の
中
に
水
崎
基

一
の
名
が
の
っ
て
い
九
。
こ
の
翌
年
の
り
ス
ト
か
ら

冨
.
罫
曾
捗
式
の
名
は
み
あ
九
ら
な
か
っ
た
の

はで
一
年
問
だ
け
在
籍
し
九
こ
と
が
わ
か
り
、
社
史
資

料
室
の
資
料
と
ぴ
っ
九
り
一
致
し
た
。

水
崎
基
一
は
イ
ギ
リ
ス
か
ら
帰
国
後
、
六
年
間
東

洋
汽
船
会
社
に
勤
務
し
九
が
、
明
治
四
十
一
年
四
月

同
志
社
専
門
学
校
経
済
科
教
授
に
就
任
し
た
。
ウ
エ

ツ
プ
夫
妻
が
京
都
に
き
た
時
に
は
、
水
崎
基
一
は
専

門
学
校
教
頭
(
明
治
四
十
四
年
四
月
に
就
任
)
に
な
っ

て
い
た
。
ベ
フ
ト
リ
ス
の
日
記
に
書
い
て
い
る
と
船

り
、
同
志
社
の
指
遵
的
な
教
授
の
一
人
で
あ
っ
て
、

当
時
重
要
課
題
で
あ
っ
た
同
志
社
大
学
設
立
準
備
の

た
め
に
奔
走
し
て
い
九
。
こ
の
日
記
の
中
で
も
大
学

設
立
の
こ
と
が
の
べ
て
あ
る
が
、
水
崎
か
ら
聞
い
て

い
九
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『
同
志
社
女
学
校
期
報
』

三
十
一
号
(
明
治
四
十
四
年
十
二
月
二
十
五
日
発
刊
)
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に
ょ
る
と
、
ウ
エ
て
フ
夫
妻
が
同
志
社
女
学
校
を
訪

問
し
た
の
は
九
月
十
六
日
で
あ
る
。
そ
こ
で
夫
妻
は

茶
道
を
み
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
感
動
し
な
い
ぱ
か

り
か
、
か
な
り
否
定
的
な
見
方
を
し
た
よ
う
で
あ

る
。
茶
道
を
形
式
ぱ
っ
て
ば
か
げ
た
儀
式
と
と
ら
え

て
い
る
。
そ
の
た
め
か
女
学
生
の
知
的
水
禦
低
い

と
教
え
ら
れ
た
こ
と
を
之
コ
の
中
に
書
き
残
し
て

い
る
。そ

れ
よ
り
も
、
ベ
ア
ト
リ
ス
の
印
象
に
残
っ
た
の

は
、
公
共
の
中
学
校
よ
り
も
組
織
上
う
ま
く
運
営
さ

れ
て
い
る
学
校
組
織
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
日
、
記

の
中
に
書
い
て
い
る
ア
メ
リ
カ
女
性
は
メ
ア
リ

1
 
●

F
・
デ
ソ
ト
ソ
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

彼
女
と
女
子
寮
の
寮
母
さ
ん
や
女
性
の
教
師
や
男
性

教
授
ら
が
、
う
ま
く
組
織
だ
っ
た
ス
三
フ
を
構
成

し
て
い
る
こ
と
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

、、

ベ
フ
ト
リ
ス
は

゛
、

ソ
サ
ー
の
社

ノ

会
有
機
体
説
の
影
智
を
強
く
う
け
て
お
り
、
文
明
の

進
歩
の
程
度
を
は
か
る
尺
度
と
し
て
、
そ
の
社
会
が

ど
の
程
度
う
ま
く
組
織
化
が
な
さ
れ
て
い
る
か
を
あ

げ
て
い
る
。
同
志
社
女
学
校
の
ス
三
フ
の
組
織
化

が
う
ま
く
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
評
価
は
、
文
明
の

程
度
が
そ
れ
だ
け
高
い
と
評
価
し
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
こ
れ
が
公
立
の
学
校
よ
り
も
私
立
の
学
校
を

高
く
評
価
す
る
一
つ
の
根
拠
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。ウ

エ
ッ
ブ
夫
妻
は
、
そ
の
後
東
京
と
京
都
の
両
帝

国
大
学
を
も
訪
問
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
と
早
稲
田
、

慶
応
、
同
志
社
と
比
較
を
し
て
い
る
。
前
者
が
あ
ま

り
に
も
政
府
の
干
渉
を
強
く
受
け
す
ぎ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
「
私
た
ち
は
日
本
の
高
等
數
育
や
思
想
が
政

府
の
干
渉
を
う
け
る
こ
と
の
な
い
早
稲
田
や
そ
の
他

の
私
立
の
機
関
の
自
由
に
多
く
負
っ
て
い
る
と
考
え

る
も
の
で
あ
る
」
と
日
記
の
中
で
書
き
残
し
て
い

る
0

九
月
十
六
日
同
志
社
女
学
校
訪
問
の
後
、
京
都
市

役
所
に
い
っ
て
市
の
社
会
事
業
に
つ
い
て
聞
き
と
り

を
し
て
い
る
。
九
月
十
七
日
は
西
本
願
寺
、
仏
教
大

学
、
済
世
病
院
を
た
ず
ね
、
十
八
日
は
京
大
を
訪
問

し
て
い
る
。
こ
の
夜
京
大
総
長
主
催
の
ウ
毛
ブ
夫

妻
の
歓
迎
晩
餐
会
が
開
か
れ
、
原
田
助
同
志
社
社
長

が
出
席
し
て
い
る
。

九
月
十
九
日
ふ
た
た
び
同
志
社
を
訪
れ
、
午
前
九

時
か
ら
、
シ
ド
ニ
ー
・
ウ
エ
ッ
プ
が
「
英
国
に
於
け

る
社
会
問
題
」
と
題
す
る
講
演
を
お
こ
な
っ
た
。
『
同

志
社
時
報
』
八
0
号
に
ょ
る
と
、
専
門
学
校
、
神
学

校
、
女
学
校
高
等
学
部
生
徒
ら
約
一
0
0
名
あ
ま
り

が
こ
の
講
演
を
聞
い
九
と
さ
れ
て
し
る
。
こ
の
講
演

5

は
、
水
崎
基
一
か
ら
急
拠
依
頼
さ
れ
て
開
か
れ
た
も

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
講
演
の
内
容
に

つ
い
て
の
記
録
は
残
念
な
が
ら
み
つ
け
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。
ベ
フ
ト
リ
ス
は
こ
の
世
界
旅
行
の
出

発
直
前
ま
で
勅
命
救
貧
法
委
員
会
の
委
員
と
し
て
活

躍
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
関
連
す
る
内
容
を

、
ソ
ド
ニ
ー
が
し
ゃ
べ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ

れ
る
。こ

の
講
演
会
の
あ
と
、
水
崎
基
一
の
案
内
で
京
都

府
知
事
に
会
い
、
川
島
織
物
工
場
や
貿
易
商
店
を
視

察
し
た
あ
と
、
奈
良
へ
む
か
っ
て
い
る
。

ウ
毛
プ
夫
妻
は
世
界
旅
行
に
先
だ
ち
、
あ
ら
か

じ
め
日
本
に
つ
い
て
勉
強
す
る
こ
と
は
し
て
い
な

、
0

旅
先
の
あ
ち
こ
ち
で
さ
ま
ざ
ま
な
人
と
会
っ

、て
、
イ
ソ
タ
ビ
ュ
ー
を
し
な
が
ら
情
報
を
え
、
そ
れ

を
も
と
に
べ
フ
ト
リ
ス
が
日
記
を
書
い
て
い
る
同

志
社
に
つ
い
て
の
日
記
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
教
育

に
政
府
が
介
入
し
す
ぎ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
、
自

主
独
立
に
運
営
す
る
私
立
学
校
を
評
価
す
る
素
材
を

同
志
社
が
提
供
し
た
こ
と
で
あ
る
。(

大
学
文
学
部
教
授
)

ノ、
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In Ky。to we found ourselves tired and limp, in the heat, and bound
t。 spend the 6rst day or so in resting, in the very com{ortable Nliya o
Hotel.

Our 6rst expedition proved to be to the Doschisha c011ege, a
Chtistian foundation, started thirty or forty years ago by an enthusiastic

Japanese, who got money from American philanthropists. one of the
Professors had been a student of the London scho01 0fIeading

EC。n。mics nine years ago; and he carried us 0丘. The place now consists
。f a large boys' scho01, a smaHer girls school and a sti11 Smaler
C。11ege, principa11y in theloogy, W'hich is aspiring to university rank・
We saw most of the 又irls' school boardin号 house (where seventy g辻IS
WeTe), at which the "tea ceremony" was performed for our bene6t・
(Etiquette and "tea ceremony" formed an important paTt of the girls
Curriculum). we thougbt the "tea ceremony" a si11y business, with
its purely aT、itrary conventions, and ela、orate formalities,1eading to
n。thing but a sip of tea.(we were told thatthe inteHectual stand紅d
。f the girls was low). on tbe other l〕and, tbere was a competent
American woman as Lady superintendent, a nice、10oking Japaneses

matr。n in charge of the girls dormitories, and a number of quaH6ed
W。men as teachers, with the male professors coming in for special

With theSubjects、altogether a we11-organized sta丘, in marked contrast
Government Middle schools that we had seen.

ベアトリス.ウェップの日記からの抜粋
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電
話

私
に
は
高
校
生
の
娘
が
い
て
、
よ
く
電
話
を
か
け

て
い
る
ま
た
か
か
っ
て
く
る
。
そ
の
電
話
が
長
い

の
だ
た
い
が
い
は
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
か
ら
で
あ
る
0

つ
ぃ
二
、
三
時
問
前
ま
で
学
校
で
一
緒
だ
っ
た
は
ず

な
の
に
、
そ
し
て
ま
た
明
日
も
必
ず
会
う
だ
ろ
う

に
、
ど
ぅ
し
て
こ
ん
な
に
電
話
を
か
け
て
話
す
よ
う

な
こ
と
が
あ
る
の
か
と
不
思
議
に
思
う
。
し
か
も
そ

の
電
話
の
か
か
っ
て
く
る
時
間
が
、
他
所
か
ら
私
に

電
話
が
か
か
っ
て
く
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
頃
で
あ

り
、
ま
た
、
あ
ら
か
じ
め
約
束
を
し
て
い
て
、
私
の

方
か
ら
電
話
を
か
け
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
き
と
、

重
な
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
こ
ち
ら
も
こ
ん
な

こ
と
で
文
句
を
い
い
た
く
な
い
と
い
う
気
持
が
あ

る
し
か
し
果
て
し
な
く
続
く
娘
の
電
話
が
何
時
終

る
か
、
待
っ
て
い
る
と
き
の
じ
り
じ
り
し
た
気
持
は

何
に
た
と
え
る
と
と
も
で
き
な
い
。
も
う
辛
抱
が
で

き
ず
に
怒
鳴
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
家
に

い
る
と
き
電
話
は
外
と
の
唯
一
の
通
路
で
あ
る
。
そ

れ
が
塞
が
れ
る
と
い
う
の
は
、
一
磊
の
自
由
の
妨
筈

で
は
な
い
か
、
と
私
は
思
う
。
し
か
し
、
こ
ん
な
い

い
か
た
は
娘
は
も
ち
ろ
ん
家
の
者
に
も
受
け
入
れ
ら

れ
な
い
。
私
の
い
い
か
た
が
大
袈
裟
だ
と
い
う
の
で

あ
る
。し

ぱ
ら
く
前
に
こ
ん
な
話
を
友
達
に
し
た
ら
、
割

り
込
み
電
話
と
い
う
の
が
あ
る
、
あ
れ
を
電
話
局
に

て
つ
け
て
も
ら
っ
た
ら
い
い
、
あ
れ
は
便
利
だ

と
教
え
て
く
れ
た
。
な
る
ほ
ど
と
思
っ
た
。
な
ん
で

も
相
談
は
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
早
速
割
り
込

玉
井
敬
之

み
電
話
を
申
し
込
ん
だ
。
四
、
五
日
し
て
そ
れ
が
つ

い
た
。
こ
れ
だ
と
話
中
に
他
か
ら
電
話
が
か
か
っ
て

き
て
も
誰
か
ら
で
あ
る
か
わ
か
る
し
、
長
電
話
の
コ

ソ
ト
戸
ー
ル
に
は
な
る
だ
ろ
う
と
大
い
な
る
期
待
を

い
だ
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
期
待
は
た
ち
ま
ち
は
ず
れ
た
。
そ
れ
だ

け
で
は
な
く
た
ち
ま
ち
後
悔
を
し
た
の
で
あ
る
。
私

が
電
話
を
し
て
い
る
と
サ
イ
ソ
が
送
ら
れ
て
く
る
。

他
か
ら
の
電
話
が
か
か
っ
て
い
る
の
だ
。
相
手
に
割

り
込
み
電
話
が
か
か
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
告
げ
、

ち
ょ
っ
と
待
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
。
相
手
に
も
そ
れ

が
伝
わ
っ
て
い
る
ら
し
く
、
そ
れ
で
は
、
と
話
が
肝

腎
な
と
こ
ろ
に
入
っ
て
い
て
も
遠
慮
を
し
て
き
っ
て

し
ま
う
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
先
方
か
ら
か
か
っ

て
き
た
と
き
に
は
、
こ
れ
は
大
変
に
失
礼
な
こ
と
で

あ
ろ
う
。
そ
ん
な
と
き
の
電
話
は
、
た
い
が
い
あ
ま

り
重
要
で
な
い
も
の
か
、
士
地
や
マ
ソ
シ
"
ソ
の
宣

伝
で
私
に
は
あ
ま
り
関
係
の
な
い
も
の
が
多
い
の

だ
。
祭
立
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
相
手

に
電
話
を
す
る
の
だ
が
、
も
う
そ
の
と
き
に
は
何
だ

か
双
方
と
も
に
話
が
は
ず
ま
ず
、
は
な
は
だ
要
領
を

え
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
0

そ
れ
か
ら
は
割
り
込
み
の
サ
イ
ソ
が
あ
っ
て
も
応

じ
な
い
こ
と
に
し
た
。
相
手
か
ら
電
話
が
か
か
っ
て

L、
ーコ
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い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
も
、
い
ぃ
ん
だ
、

と
い
っ
て
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
が
し
ぱ
ら
く

続
い
た
0
 
し
か
し
話
が
終
っ
て
受
話
器
を
お
い
た

ら
、
あ
の
割
り
込
み
は
何
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
、
誰
か

ら
だ
ろ
う
と
気
に
な
0
て
仕
方
が
な
く
な
る
の
で
あ

る
0
 
強
い
て
あ
れ
は
セ
ー
ル
ス
だ
と
思
う
よ
う
に
す

る
の
だ
が
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
と
い
う
気
持
を
船
さ

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
0
 
今
度
は
や
り
き
れ
な
く
な

つ
て
く
る
。
何
か
が
お
腹
の
た
か
に
た
ま
っ
た
よ
う

な
変
な
感
じ
に
な
る
。
そ
ん
な
こ
と
で
割
り
込
み
電

話
は
一
月
程
で
取
り
外
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た

完
全
な
失
敗
で
あ
っ
た
。
馬
鹿
ら
し
い
こ
と
を
し
た

も
の
で
あ
っ
九
。

こ
の
頃
は
多
機
能
の
電
話
や
テ
レ
ビ
電
話
の
よ
う

な
も
の
も
あ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
は
ま
だ
姿
が
見
え

な
い
も
の
が
多
い
。
声
だ
け
が
一
人
歩
き
を
す
る
の

で
あ
る
。

古
く
か
ら
の
親
し
い
友
人
に
電
話
を
か
け
る
。
受

話
器
に
向
っ
て
喋
り
だ
す
と
途
中
か
ら
、
「
一
寸
待

つ
て
下
さ
い
、
変
わ
り
ま
す
か
ら
」
と
い
う
。
船
や
、

と
思
い
、
す
ぐ
に
、
あ
あ
、
今
の
は
息
子
さ
ん
だ
っ

た
の
か
と
気
づ
く
。
つ
い
先
頃
ま
で
は
ま
だ
少
年
の

声
だ
っ
た
の
に
と
思
う
と
何
だ
か
船
か
し
い
。
奥
さ

ん
と
話
を
し
て
い
る
つ
も
り
が
娘
さ
ん
だ
っ
元
り
す

る
。
逆
の
場
合
も
あ
っ
て
照
れ
臭
く
な
る
。
も
う

皆
、
そ
ん
な
年
ビ
ろ
の
息
子
や
娘
を
持
っ
て
い
る
の

だ
し
ぱ
ら
く
前
か
ら
こ
ん
な
経
験
を
す
る
よ
う
に

な
っ
九
。
声
だ
け
で
は
見
当
が
つ
か
な
い
の
で
あ

る
0

し
か
し
、
私
は
学
生
に
電
話
を
か
け
る
こ
と
が
好

き
で
は
な
い
。
こ
と
に
女
子
学
生
の
と
こ
ろ
に
か
け

る
の
は
好
き
で
は
な
い
。
ど
ぅ
し
て
も
か
け
な
け
れ

ぱ
な
ら
な
い
と
き
は
憂
膨
で
あ
る
。
あ
れ
こ
れ
と
九

め
ら
い
、
し
な
く
て
も
す
む
方
法
を
考
え
る
の
だ

ど
ぅ
し
て
も
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
も

.
、
、

力あ
る
の
だ
。
大
袈
裟
で
は
な
く
、
一
大
決
心
を
し
て

受
話
器
に
向
い
、
ボ
タ
ソ
を
押
す
。
平
静
で
は
な

な
る
べ
く
話
中
の
サ
イ
ソ
が
返
っ
て
く
る
よ
う

、
0

Lに
と
祈
る
よ
う
な
気
持
だ
。
し
か
し
呼
び
出
し
音
が

鳴
っ
て
い
る
。
電
話
を
き
ろ
う
か
、
ま
だ
迷
っ
て
い

る
の
だ
。
相
手
が
受
話
器
を
と
0
九
よ
う
だ
。
ほ
っ

と
す
る
。
決
心
が
つ
い
九
。

も
う
何
年
も
前
の
こ
と
に
な
る
が
、
あ
る
女
子
学

生
に
電
話
を
し
九
こ
と
が
あ
っ
た
。
母
親
の
よ
う
な

人
が
で
て
き
た
。
「
0
0
子
さ
ん
、
い
ま
す
か
」
と

つ
て
私
の
名
前
を
告
げ
る
と
、
そ
の
瞬
間
、
「
か

いん
に
ん
し
て
船
く
れ
や
す
な
あ
」
と

実
に
ま
っ
九
り
と
し
た
声
が
伝
わ
っ
て
き
た
。
身
体

全
体
が
甘
く
つ
っ
み
こ
ま
れ
る
よ
う
な
声
で
あ
っ

た
。
思
わ
ず
身
体
を
そ
ら
し
て
後
じ
さ
り
を
し
て
い

た
0
 
私
は
「
い
や
、
ま
、
ま
あ
:
:
:
、
え
ぇ
い
や

ま
あ
、
」
と
か
何
と
か
わ
け
の
わ
か
ら
ぬ
こ
と
を
い

つ
て
電
話
を
き
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
本
当
に
柔
か
い

声
で
あ
っ
た
。
し
ぱ
ら
く
呆
然
と
し
て
い
九
。
あ
れ

は
一
体
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
何
が
何
だ
か
さ
っ

ぱ
り
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
轟
が
よ
く
呑
み
込
め
な

か
っ
元
。
こ
の
と
き
私
は
京
こ
と
ぱ
の
の
怖
ろ
し
さ

と
甘
さ
と
を
全
身
で
感
じ
て
い
た
。
あ
ん
な
ね
ぱ
り

つ
く
よ
う
な
甘
い
声
.
か
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
結
局
、

私
は
そ
の
女
子
学
生
と
電
話
で
話
す
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
私
が
断
念
し
た
の
で
あ
る
。
学

会
な
ど
で
東
京
か
ら
来
九
友
人
が
京
こ
と
ぱ
を
聞
い

て
い
る
と
、
心
が
安
ま
る
と
よ
く
い
う
が
、
そ
れ
は

ま
だ
こ
の
京
こ
と
ぱ
の
甘
さ
と
怖
ろ
し
さ
と
を
知
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
。

向
う
で
呼
ぴ
出
し
音
が
鳴
っ
て
い
る
。
受
話
器
が

と
ら
れ
た
。
「
も
し
も
し
」
と
父
親
ら
し
い
声
0
「
も

し
、
し
、
 
X
X
さ
ん
の
お
宅
で
す
か
」
と
私
、
「
は

あ
、
そ
う
で
す
が
:
:
:
」
、
「
△
△
子
さ
ん
、
船
り
ま

し
た
ら
船
願
い
し
ま
す
」
「
あ
ん
九
、
だ
れ
」
、
途
端

に
声
も
言
葉
っ
き
、
変
る
の
だ
。
戒
さ
れ
て
ぃ
る

の
で
あ
る
。
胡
散
臭
い
ボ
ー
イ
フ
レ
ソ
ド
と
思
わ
れ
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た
よ
う
だ
。
「
わ
た
し
、
玉
井
と
い
う
も
ん
で
す
が

:
:
:
」
、
こ
う
い
う
と
き
に
は
出
来
る
だ
け
愨
勲
に

丁
寧
に
名
前
を
告
げ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
「
一
寸

待
っ
て
」
と
受
話
器
を
置
く
微
か
な
音
が
し
て
、

「
△
△
子
、
玉
井
と
い
う
人
か
ら
電
話
・
・
・
・
・
・
」
と
い

う
父
親
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
し
ぱ
ら
く
問
を
お

い
て
、
ぱ
た
ぱ
た
と
足
音
か
し
て
「
せ
ん
せ
え
、
す

ん
ま
せ
ん
:
:
:
」
と
よ
う
や
く
可
愛
ら
し
い
声
を
開

く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
電
話
の
後
、
そ

こ
の
家
で
は
「
お
父
さ
ん
、
ど
ん
な
い
い
か
た
を
し

た
の
」
と
か
、
「
今
の
は
先
生
や
っ
た
の
か
、
な
ん

で
先
生
の
名
前
ぐ
ら
い
家
に
い
っ
て
蜘
か
へ
ん
の

や
」
と
か
の
、
ち
ょ
つ
と
し
た
親
子
喧
嘩
、
家
庭
争

議
が
船
こ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
心
配
す

る
。
い
や
、
き
っ
と
そ
う
に
違
い
な
い
。

こ
ん
な
こ
と
を
あ
る
席
で
話
し
た
ら
、
同
じ
よ
う

な
経
験
を
し
て
い
る
人
が
い
る
と
み
え
て
、
何
人
か

が
共
感
し
て
く
れ
た
。
し
か
し
あ
る
教
授
か
ら
は
、

そ
や
け
ど
船
前
の
と
こ
ろ
は
も
っ
と
困
る
と
い
わ
れ

九
の
で
あ
る
。
私
に
は
も
う
一
人
娘
が
い
て
、
常
々

そ
の
教
授
に
船
世
話
に
な
っ
て
い
る
。
教
授
が
ど
ぅ

し
て
も
娘
に
電
話
を
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
き

は
、
や
は
り
憂
髄
だ
そ
う
だ
。
呼
び
出
し
音
が
鳴
っ

て
ぃ
る
問
は
落
ち
着
か
な
い
そ
う
だ
。
娘
が
出
て
受

話
鴇
を
と
っ
た
と
き
な
ど
は
ほ
っ
と
す
る
と
い
う
。

こ
れ
は
私
に
も
よ
く
わ
か
る
。

私
は
晩
酌
を
欠
か
さ
な
い
。
好
き
な
テ
レ
ビ
の
時

代
劇
を
み
な
が
ら
の
晩
酌
は
な
か
な
か
に
楽
し
い
。

そ
こ
へ
電
話
が
鳴
っ
た
。
ひ
ょ
い
と
腰
を
浮
か
し
そ

う
に
な
る
が
、
家
内
が
受
話
器
を
と
っ
た
。
受
話
器

を
耳
に
あ
て
、
し
き
り
に
頭
を
下
げ
な
が
ら
、
「
は

い
は
い
、
い
つ
も
船
世
話
に
な
り
ま
し
て
、

、
、

し
し

え
、
お
り
ま
す
、
一
寸
郭
待
ち
く
だ
さ
い
」
と
い
っ

て
い
る
の
だ
。
私
に
か
か
っ
て
き
た
も
の
と
思
い
、

あ
あ
、
今
え
え
と
こ
や
の
に
、
と
残
念
に
な
っ
て
く

る
。
ち
ょ
う
ど
二
枚
目
の
俳
優
が
三
葉
葵
の
印
籠
を

取
り
出
し
て
、
「
え
え
い
、
控
え
ろ
、
ひ
か
え
ろ
。

こ
の
紋
ど
こ
ろ
が
目
に
入
ら
ぬ
か
、
こ
の
船
方
は

:
.
:
・
」
は
と
見
得
を
き
っ
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
だ
。

胸
が
す
う
っ
と
す
る
場
面
で
あ
る
。
惜
し
い
と
こ
ろ

で
あ
る
し
か
し
受
話
器
を
通
し
て
こ
う
い
う
と
こ

ろ
商
か
れ
る
の
は
、
や
は
り
ま
ず
い
だ
ろ
う
。
沽

券
に
も
か
か
わ
る
0
 
あ
わ
て
て
り
モ
コ
ソ
操
作
で
音

量
を
小
さ
く
し
、
起
ち
上
ろ
う
と
す
る
と
、
家
内
は

受
話
器
を
手
で
ふ
さ
ぎ
な
が
ら
、
「
X
X
せ
ん
せ
え
」

と
声
を
殺
し
て
私
に
い
う
。
娘
の
方
に
か
け
て
こ
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
残
念
だ
が
「
水
戸
黄
門
」

は
諦
ら
め
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
鴛
を
通
し
て

「
水
P
黄
門
」
や
「
暴
れ
ん
坊
将
軍
」
を
、
私
は
あ

ま
り
人
に
知
ら
れ
た
く
は
な
い
。

電
話
の
当
事
者
は
か
け
る
方
と
か
け
ら
れ
る
方
だ

け
で
あ
る
。
そ
こ
に
第
三
者
が
介
入
す
る
余
地
は
ま

つ
九
く
な
い
と
い
っ
て
い
い
。
し
か
し
、
あ
る
い
は

そ
の
た
め
に
、
か
つ
て
平
野
謙
が
喝
破
し
た
女
房
的

リ
ア
リ
ズ
ム
の
眼
か
ら
み
れ
ぱ
、
か
け
る
方
に
は
深

刻
な
精
神
の
葛
藤
が
、
か
け
ら
れ
る
方
に
も
突
如
と

し
て
破
潤
を
含
ん
で
い
な
く
も
な
い
家
庭
劇
が
、
そ

こ
か
ら
展
開
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
だ
。

や
は
り
私
は
学
生
に
電
話
を
か
け
る
の
は
好
き
で

は
な
い
。
こ
と
に
女
子
学
生
に
か
け
る
と
き
は
、
ユ

ー
ウ
ツ
で
あ
る
0

(
大
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