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一
、
は
じ
め
に 

―
―
保
育
者
養
成
の
課
題
―
―

　

平
成
二
十
九
年
三
月
に
告
示
さ
れ
、
平
成
三
十
年
四
月
よ
り
施
行
さ
れ
た
幼
稚

園
教
育
要
領
、
保
育
所
保
育
指
針
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
教
育
・
保
育
要

領
の
改
訂
の
趣
旨
と
し
て
、
三
歳
以
上
の
子
ど
も
に
つ
い
て
の
﹁
幼
児
教
育
の
共

通
化
﹂、小
学
校
か
ら
見
た
と
き
の
﹁
幼
児
教
育
で
育
つ
力
の
明
確
化
﹂
に
加
え
て
、

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
で
の
﹁
幼
児
教
育
の
﹃
質
﹄
の
方
向
性
﹂
が
あ
る

こ
と
を
無
藤
隆
氏
は
指
摘
し
て
い
る

︵
１
︶

。
こ
の
質
の
向
上
に
つ
い
て
、無
藤
氏
は
﹁
小

学
校
以
上
の
学
習
指
導
要
領
で
は
、﹁
こ
れ
を
や
り
な
さ
い
﹂
と
い
う
指
導
の
内

容
が
比
較
的
、
具
体
的
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
幼
稚
園
教
育
要
領

や
保
育
所
保
育
指
針
、
認
定
こ
ど
も
園
教
育
・
保
育
要
領
は
、
具
体
的
な
内
容
も

一
部
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
で
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
か
な
り
理
想
的
な
方
向
性
で

す
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
向
け
て
努
力
し
改
善
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
、
と
示
し
て
い

ま
す

︵
２
︶

。﹂
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
に
鑑
み
る
と
、
一
人
ひ
と
り
の
保
育
者

が
子
ど
も
や
子
育
て
家
庭
の
状
況
・
状
態
に
応
じ
、
必
要
な
事
柄
を
把
握
し
、
適

切
な
援
助
や
支
援
を
実
施
で
き
る
こ
と
が
よ
り
強
く
期
待
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
保
育
者
一
人
ひ
と
り
の
資
質
の
向
上
が
見

通
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
保
育
者
養
成
の
現
場
に
お
い
て
も
よ
り
い
っ
そ
う
保
育

学
生
の
資
質
向
上
に
努
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
保
育
者
と
は
子
ど
も
の
育
ち
や
家
庭
で
の
子
育
て
を
支
援
す
る
存

在
で
あ
る
と
い
う
点
で
対
人
援
助
職
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
対
人
援

助
職
の
基
本
は
、
援
助
や
支
援
を
受
け
る
側
︵
利
用
者
︶
を
主
体
と
し
て
と
ら
え
、

利
用
者
の
立
場
か
ら
そ
の
生
活
を
よ
り
良
い
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
支
援
を
す
る

こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
援
助
者
と
し
て
の
自
己
で
は
な
く
利
用
者
を
こ
そ
主
体

と
し
て
と
ら
え
る
姿
勢
の
獲
得
・
定
着
が
欠
か
せ
な
い
。
前
述
の
ご
と
く
、
保
育

者
が
子
ど
も
や
子
育
て
家
庭
に
つ
い
て
理
解
し
、
そ
れ
に
合
わ
せ
た
援
助
や
支
援

を
実
現
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
以
上
、
そ
の
前
提
と
し
て
利
用
者
を
主
体
と
し
て

考
え
る
姿
勢
の
定
着
も
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
保
育
者
養
成

校
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
面
で
の
資
質
向
上
に
向
け
た
教
育
の
充
実
化
が
必
須

に
な
る
。

　

本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
事
柄
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
教
養
科
目
﹁
文
学
﹂
の

時
間
に
お
け
る
古
典
文
学
学
習
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
主
体
の
置
き
ど
こ
ろ
を
援

助
者
か
ら
利
用
者
に
移
行
で
き
る
素
地
の
育
成
、
す
な
わ
ち
自
己
と
他
者
の
読
み

の
違
い
の
認
識
に
よ
っ
て
、
自
己
中
心
的
な
あ
り
方
の
自
覚
と
、
他
者
の
立
場
に

立
つ
こ
と
の
重
要
性
の
認
識
を
古
典
文
学
の
学
習
が
実
現
し
う
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
そ
う
し
て
自
身
の
実
像
を
知
り
、
よ
り
良
い
方
向
へ
と
自
身
を
成
長
さ
せ
て

保
育
者
養
成
に
お
け
る
古
典
文
学
教
材
の
価
値　

髙
野
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二

い
く
自
己
覚
知
へ
と
導
い
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
点
で
古
典
文
学
の
学
習
が
価
値

を
有
し
、
保
育
学
生
の
資
質
向
上
に
寄
与
し
う
る
こ
と
を
述
べ
る
。

　
　
二
、
他
者
主
体
の
姿
勢
の
重
要
性
と
自
己
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て

の
自
覚

　

ま
ず
は
前
項
で
も
ふ
れ
た
対
人
援
助
職
の
あ
り
方
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
こ

う
。
か
つ
て
福
祉
領
域
で
は
﹁
指
導
﹂
と
い
う
言
葉
が
支
配
的
だ
っ
た
が
、
そ
こ

か
ら
﹁
援
助
﹂
や
﹁
支
援
﹂
へ
と
用
語
が
転
換
さ
れ
、
福
祉
業
務
に
従
事
す
る
人

の
仕
事
の
あ
り
方
が
改
め
ら
れ
て
久
し
い
。
諏
訪
茂
樹
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た

動
き
と
と
も
に
﹁
指
導
者
﹂
と
い
う
位
置
づ
け
は
消
え
、
看
護
婦
や
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
な
ど
、
福
祉
に
従
事
す
る
専
門
職
は
﹁
対
人
援
助
職
﹂

と
総
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
享
受
す
る
人
は
﹁
利
用
者
﹂、﹁
ク

ラ
イ
エ
ン
ト
﹂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
転
換
の
背
景
に
は
、
従

来
の
、指
導
す
る
側
、指
導
さ
れ
る
側
と
い
う
上
位
・
下
位
の
関
係
か
ら
、援
助
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
側
、
利
用
す
る
側
と
い
う
よ
う
な
並
列
の
関
係
へ
と
、
そ
の
枠

組
み
を
変
え
る
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る

︵
３
︶

。

　

古
川
孝
順
氏
は
﹁
わ
が
国
に
お
け
る
福
祉
改
革
、
な
か
で
も
社
会
福
祉
基
礎
構

造
改
革
に
お
い
て
強
調
さ
れ
た
こ
と
の
第
一
点
は
、
社
会
福
祉
の
供
給
シ
ス
テ
ム

か
ら
利
用
者
本
位
の
供
給
シ
ス
テ
ム
に
転
換
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
、
社
会
福
祉
に
お
け
る
利
用
者
民
主
主
義
の
確
立
と
い
っ
て
も
い
い
し
、
も
っ

と
端
的
に
利
用
者
権
の
確
立
と
い
い
か
え
て
も
よ
い

︵
４
︶

。﹂
と
述
べ
て
い
る
が
、
利

用
者
の
側
に
主
体
を
置
く
考
え
方
へ
の
転
換
は
、
援
助
者
の
あ
り
方
に
も
変
容
を

も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
対
人
援
助
職
に
就
く
者
、
ま
た
こ
れ
か
ら
就
こ
う
と
す

る
者
の
利
用
者
へ
の
あ
り
方
の
見
直
し
で
あ
る
。
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代

に
か
け
て
登
場
し
、
現
在
の
一
般
的
な
社
会
福
祉
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
﹁
生
活
モ
デ

ル
﹂
の
中
身
を
一
瞥
し
て
み
て
も
、
援
助
者
に
い
か
よ
う
な
あ
り
方
が
期
待
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
が
う
か
が
え
る
。

　
﹁
生
活
モ
デ
ル
﹂
は
、
そ
れ
以
前
に
登
場
し
て
い
た
、
利
用
者
が
抱
え
る
問
題

の
理
由
や
背
景
の
調
査
に
も
と
づ
い
て
処
遇
の
方
針
を
決
定
し
、
援
助
を
実
施
す

る
と
い
う
﹁
医
学
モ
デ
ル
﹂
の
批
判
的
モ
デ
ル
と
し
て
登
場
し
て
き
た
と
さ
れ
る
。

そ
の
内
実
は
、
利
用
者
の
抱
え
る
問
題
を
治
す
べ
き
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
の
で

は
な
く
、
利
用
者
自
身
が
環
境
に
適
応
で
き
る
よ
う
な
力
を
高
め
な
が
ら
、
環
境

も
ま
た
利
用
者
に
対
し
て
対
応
し
て
い
く
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
と
い
う

︵
５
︶

。
こ

う
し
た
内
容
か
ら
は
、
援
助
や
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
・
援
助
者
主
体
と
い
う
あ
り

方
か
ら
、
利
用
者
主
体
の
あ
り
方
へ
と
の
変
容
が
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

は
つ
ま
り
、
利
用
者
に
つ
い
て
援
助
者
が
よ
り
深
く
理
解
す
る
と
い
う
変
化
を
促

す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
う
で
あ
る
と
き
、
利
用
者
に
接
す
る
際
に
援

助
者
に
求
め
ら
れ
る
基
本
的
な
意
識
や
態
度
の
教
育
は
そ
の
根
幹
を
な
す
も
の
と

な
り
、
対
人
援
助
職
従
事
者
の
養
成
に
お
い
て
も
重
視
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
な
る

だ
ろ
う
。

　

こ
こ
ま
で
社
会
福
祉
の
領
域
で
利
用
者
重
視
の
姿
勢
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
流

れ
に
つ
い
て
、
甚
だ
簡
単
に
で
は
あ
る
が
概
略
を
ま
と
め
た
が
、
こ
う
し
た
点
は

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
等
の
分
野
に
限
ら
ず
、
保
育
士
︵
も
ち
ろ
ん
社
会
福
祉
の
領

域
に
属
す
る
職
で
あ
る
︶
や
幼
稚
園
教
諭
、
す
な
わ
ち
保
育
者
養
成
課
程
に
お
い

て
も
十
分
に
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
保

育
の
現
場
に
お
い
て
、
子
ど
も
理
解
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
保
護
者
理
解
に
も
と

づ
く
支
援
の
重
要
性
は
高
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
保
育
者
養
成
に
あ
っ
て
も

対
人
援
助
の
際
に
求
め
ら
れ
る
利
用
者
主
体
の
姿
勢
定
着
を
図
る
た
め
の
教
育
が

望
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
、
ま
ず
必
要
に
な
る
の
は
他
者
で
あ
る
子
ど
も
・

利
用
者
に
向
き
合
う
姿
勢
の
転
換
で
あ
ろ
う
。
自
分
は
大
人
だ
か
ら
子
ど
も
の
こ

と
が
分
か
る
な
ど
と
い
っ
た
無
批
判
的
な
捉
え
方
か
ら
、
子
ど
も
や
利
用
者
を
他

者
と
し
て
明
確
に
位
置
づ
け
た
う
え
で
、
個
々
人
に
つ
い
て
知
ろ
う
、
理
解
し
よ

う
と
い
う
姿
勢
の
獲
得
が
望
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
他
者
理
解
の
姿
勢
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の
定
着
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
他
者
理
解
の
姿
勢
獲
得
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
重
要
に
な
る

の
が
自
己
理
解
で
あ
る
。

　
　

部
分
的
・
一
時
的
に
し
か
接
触
し
な
い
人
を
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
相
手

へ
の
認
知
は
一
面
的
に
な
り
が
ち
で
す
。
し
か
も
、
限
ら
れ
た
情
報
か
ら
、

で
き
る
だ
け
早
く
合
理
的
に
、
相
手
の
全
体
像
を
捉
え
よ
う
と
す
る
た
め
に
、

し
ば
し
ば
私
達
は
紋
切
り
型
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
︵stereotype

︶
に
依
存

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
　

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
タ
イ
プ
と
は
、
例
え
ば
﹁
眼
鏡
を
か
け
て
い
る
人
は
イ
ン

テ
リ
だ
﹂
と
か
﹁
ラ
テ
ン
系
の
人
は
陽
気
だ
﹂
と
い
う
よ
う
な
、
対
人
認
知

の
た
め
の
単
純
化
さ
れ
た
枠
組
み
で
す
。
こ
の
よ
う
な
枠
組
み
は
、
私
達
の

対
人
認
知
を
容
易
に
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
固
定
的
で
画
一
的
な
働
き
が
、

相
手
を
あ
り
の
ま
ま
に
認
知
す
る
上
で
の
障
害
と
も
な
る
の
で
す
。
特
に
、

優
劣
や
善
悪
と
い
っ
た
価
値
判
断
を
伴
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
は
、
特
定
の

人
々
へ
の
偏
見
や
差
別
に
も
結
び
付
き
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
自
分
が
持
っ

て
い
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
は
十
分
に
自
覚
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
、
事
実
的

反
証
を
冷
静
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
、
柔
軟
な
枠
組
み
に
し
て
お
く
こ

と
が
大
切
で
す

︵
６
︶

。

　

右
に
引
用
し
た
諏
訪
氏
の
指
摘
の
ご
と
く
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
依
存
し
た
物

の
見
方
や
人
の
と
ら
え
方
は
、
事
実
誤
認
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し

た
こ
と
か
ら
、
他
者
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
自
ら
の
内
に
あ
る

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
や
自
己
の
限
ら
れ
た
経
験
に
基
づ
く
理
解
、
ま
た
自
己
の
常
識

に
根
差
し
た
理
解
に
対
し
て
批
判
的
な
ま
な
ざ
し
を
向
け
る
こ
と
が
欠
か
せ
な

い
。
自
身
が
そ
う
し
た
色
眼
鏡
を
通
し
て
事
物
や
人
を
見
が
ち
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
意
識
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
ら
に

自
覚
的
で
あ
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
他
者
理
解
を
深
め
る
ス
テ
ー
ジ
に
進
め
る
こ

と
に
な
る
。

　

あ
り
の
ま
ま
に
物
事
を
と
ら
え
る
こ
と
は
案
外
難
し
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を

自
ら
が
意
識
す
る
よ
う
な
経
験
が
保
育
者
養
成
の
段
階
に
お
い
て
な
さ
れ
る
こ
と

が
必
要
に
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
ら
は
一
回
的
な
経
験
に
と
ど
ま
ら
ず
、
繰
り
返

し
何
度
も
経
験
す
る
こ
と
で
、
よ
り
強
固
に
定
着
し
て
い
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ

の
点
か
ら
す
る
と
、
養
成
校
で
の
授
業
の
時
間
内
に
そ
れ
ら
を
繰
り
返
し
経
験
す

る
機
会
が
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
し
て
、
そ
の
時
間
は
必
ず
し
も
養
成
課
程

の
専
門
科
目
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
教
養
科
目
に
お
い
て
も
そ
れ
ら
は
達
成
さ
れ

う
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
文
学
の
授
業
に
お
け
る
他
者
理
解
の
た

め
の
自
己
理
解
の
教
材
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
中
で
も
、
古
典
文
学
の
学
習
に

焦
点
を
絞
っ
て
い
く
。
古
典
文
学
に
焦
点
化
す
る
の
は
、
時
代
の
違
い
が
必
然
的

に
存
在
し
、
現
代
人
の
常
識
に
根
差
し
た
理
解
で
は
作
品
成
立
期
の
理
解
と
の
間

に
大
き
な
齟
齬
が
生
じ
て
く
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
差
異
に
学
習
者
が
着
目
す
る

こ
と
で
、
自
己
に
内
在
す
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
視
点
に
自
覚
的
に
な
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

以
下
、
そ
う
し
た
観
点
を
交
え
な
が
ら
古
典
文
学
作
品
の
具
体
的
な
場
面
を
検

討
し
つ
つ
、
そ
の
教
材
価
値
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
三
、
作
品
成
立
期
の
読
者
と
現
代
の
読
者
の
読
み
の
差
異

　

本
稿
で
取
り
上
げ
る
古
典
文
学
作
品
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
で
あ
る
。﹃
源
氏
物
語
﹄

を
素
材
と
す
る
の
は
、
お
よ
そ
一
千
年
前
に
作
品
が
成
立
し
て
お
り
、
時
代
的
な

懸
隔
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
中
学
・
高
校
段
階
で
冒
頭
文
の
音
読
・
暗
記
教
材
と

さ
れ
た
り
、
国
語
科
教
材
と
し
て
も
教
科
書
に
採
用
さ
れ
た
り
す
る
な
ど
、
学
習

者
に
一
定
の
な
じ
み
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
さ
ら
に
は
、
広
く
そ
の
存
在
が
知
ら

れ
て
い
る
一
方
で
、
学
習
者
が
作
品
に
持
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
は
作
品
そ
の
も
の
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の
読
解
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
も
理
由
の
一
端
と
し
て

あ
る
。

　

そ
う
し
た
点
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
以
下
、﹃
源
氏
物
語
﹄
第
一
部
に
お
い
て
、
光

源
氏
が
栄
華
を
獲
得
し
て
い
く
ま
で
の
道
筋
を
た
ど
る
か
た
ち
で
、
主
要
な
場
面

に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。
取
り
上
げ
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
場
面
で
あ
る
。

　

Ａ　
　
　

冒
頭
文
︵
桐
壺
巻
︶

　

Ｂ
・
Ｃ　

他
の
后
妃
ら
の
嫉
妬
心
と
桐
壺
更
衣
へ
の
迫
害
︵
桐
壺
巻
︶

　

Ｄ　
　
　

光
源
氏
と
藤
壺
の
密
通
︵
若
紫
巻
︶

　

Ｅ　
　
　

夜
居
僧
都
に
よ
る
出
生
の
秘
事
の
密
奏
︵
薄
雲
巻
︶

ま
ず
は
Ａ
の
場
面
で
あ
る
。

Ａ　

い
づ
れ
の
御
時
に
か
、
女
御
、
更
衣
あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ひ
け
る
中
に
、

い
と
や
む
ご
と
な
き
際
に
は
あ
ら
ぬ
が
、
す
ぐ
れ
て
時
め
き
た
ま
ふ
あ
り
け

り
。︵
①
桐
壺
・
一
七

︵
７
︶

︶

　
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
首
巻
桐
壺
巻
の
書
き
出
し
の
一
文
で
あ
る
。
前
述
の
ご
と
く
、

中
学
や
高
校
の
国
語
の
時
間
に
は
古
典
文
学
作
品
の
音
読
・
暗
記
が
指
示
さ
れ
る

こ
と
が
少
な
く
な
い
が
、
そ
の
際
に
も
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
一
節
だ
。

　
﹁
い
ず
れ
の
御
時
﹂
と
は
、
主
人
公
光
源
氏
の
父
で
あ
り
、
桐
壺
帝
と
称
さ
れ

る
天
皇
の
御
代
を
指
す
の
だ
が
、
そ
れ
と
明
示
せ
ず
朧
化
し
た
表
現
に
な
っ
て
い

る
。﹁
女
御
、更
衣
﹂は
天
皇
の
后
妃
を
指
す
言
葉
だ
。
現
代
は
一
夫
一
婦
制
に
な
っ

て
い
る
が
、
当
代
は
一
夫
多
妻
の
時
代
で
あ
り
、
天
皇
の
後
宮
に
は
複
数
の
后
妃

が
存
在
す
る
こ
と
も
珍
し
く
は
な
い
。
そ
れ
ら
后
妃
に
は
主
と
し
て
出
自
に
関
わ

る
ラ
ン
ク
が
存
在
し
、﹁
女
御
﹂
は
上
位
に
、﹁
更
衣
﹂
は
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ

た
女
性
た
ち
で
あ
る
。
物
語
は
、
桐
壺
帝
の
後
宮
に
は
大
勢
の
后
妃
が
存
在
す
る

中
で
、
身
分
は
さ
ほ
ど
高
く
は
な
い
も
の
の
、
と
り
わ
け
帝
の
寵
愛
を
受
け
た
女

性
が
い
た
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。
こ
の
女
性
が
光
源
氏
の
母
、
桐
壺
更
衣
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、ま
ず
は
桐
壺
帝
と
桐
壺
更
衣
の
愛
の
物
語
と
し
て﹃
源
氏
物
語
﹄

は
始
ま
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
現
代
人
は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
だ
ろ
う
か
。

冒
頭
文
の
示
す
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
あ
る
帝
の
御
代
に
お
い
て
、
後
宮
に
大
勢

の
后
妃
が
い
た
が
、
そ
の
中
で
さ
し
て
身
分
の
高
く
な
い
女
性
が
、
帝
か
ら
格
別

の
寵
愛
を
被
っ
て
い
た
、
と
い
っ
た
状
況
設
定
な
ら
び
に
、
登
場
人
物
の
紹
介
の

よ
う
な
一
文
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、﹃
源
氏
物
語
﹄
成
立
期
の
読
者
、
す
な
わ
ち
平
安
期
の
読
者
は
こ
れ

以
上
の
情
報
を
こ
の
一
文
か
ら
汲
み
取
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る

︵
８
︶

。
そ

の
作
品
成
立
期
の
読
者
が
受
け
止
め
た
情
報
、
理
解
と
は
、
冒
頭
か
ら
大
変
な
状

況
が
出
来
し
て
い
る
と
予
見
さ
せ
る
し
く
み
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
以
下
、
そ
の
概
略
を
三
谷
邦
明
氏
、
山
本
淳
子
氏
の
説
明
に
基
づ
き
な
が
ら

ま
と
め
て
お
こ
う
。

　
﹃
源
氏
物
語
﹄
が
成
立
し
た
平
安
中
期
は
藤
原
氏
に
よ
る
摂
関
体
制
が
確
立
、

定
着
し
て
い
く
時
期
で
あ
る
。
摂
関
政
治
の
基
本
的
な
構
図
は
、
有
力
貴
族
ら
が

自
身
の
娘
を
天
皇
や
東
宮
に
入
内
さ
せ
、
そ
の
娘
に
天
皇
の
皇
子
を
産
ま
せ
、
そ

の
皇
子
が
皇
位
に
即
く
こ
と
で
外
祖
父
と
し
て
権
力
を
手
中
に
お
さ
め
る
と
い
う

も
の
だ
。
そ
う
し
た
中
で
、
天
皇
は
自
分
の
好
み
だ
け
で
特
定
の
后
妃
を
、
し
か

も
身
分
の
低
い
后
妃
を
厚
遇
す
る
こ
と
は
憚
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
娘
を
入
内
さ

せ
る
こ
と
の
背
後
に
権
力
の
掌
握
と
い
う
期
待
が
潜
ん
で
い
る
以
上
、
誰
も
が
自

身
の
娘
の
厚
遇
を
望
む
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
中
で
身
分
の
低
い
后
妃
が
、
身

分
の
高
い
后
妃
を
出
し
抜
い
て
厚
遇
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
身
分
の
高
い

后
妃
の
父
や
そ
の
一
族
が
不
満
を
抱
え
る
こ
と
に
も
な
り
え
る
事
態
な
の
で
あ

る
。
誰
か
が
帝
に
厚
遇
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
厚
遇
さ
れ
た
者
の
妊
娠
の

可
能
性
が
高
ま
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
は
相
対
的
に
自
分
の
娘
の
妊
娠
の
可
能
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性
が
低
下
す
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
権
力
獲
得
を
夢
見
る
他
の
有
力

貴
族
の
不
満
は
当
然
の
も
の
な
の
だ
。
ま
し
て
三
谷
氏
が
述
べ
る
ご
と
く
﹁
天
皇

は
、
身
分
に
応
じ
て
后
妃
を
愛
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
そ
の
帝
王
学
を
や

ぶ
っ
て
、
一
人
の
后
妃
を
寵
愛
し
て
し
ま
っ
た
﹂
の
で
あ
る
か
ら
事
は
重
大
だ
。

そ
う
し
た
先
に
見
通
さ
れ
る
の
は
、
政
情
不
安
に
他
な
ら
な
い
。
当
代
の
政
治
シ

ス
テ
ム
の
頂
点
は
た
し
か
に
天
皇
で
は
あ
る
の
だ
が
、
天
皇
専
制
の
時
代
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
臣
下
の
貴
族
ら
と
協
力
し
な
が
ら
合
議
的
に
政
治
は
行

わ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
不
満
を
抱
え
る
貴
族
が
増
え
る
よ
う
で
は
治
世

の
安
定
は
図
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
身
分
の
低
い

后
妃
が
他
の
后
妃
よ
り
も
厚
遇
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
冒
頭
文
は
、
き

わ
め
て
不
安
定
な
状
況
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
も
予
見
さ
せ
る
一
文
に
な
る
。

　

作
品
成
立
期
の
読
者
は
、
当
代
の
シ
ス
テ
ム
の
中
に
生
き
て
い
る
以
上
、
そ
の

よ
う
に
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
だ
。
現
代
人
が
、
自
身
を
取
り
巻
く
環
境

を
背
景
に
据
え
て
読
み
取
る
も
の
と
は
大
き
く
異
な
る
読
み
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
三
谷
氏
が
﹁
源
氏
物
語
で
は
、
物
怪
や
神
異
な
ど
、
今
日
の
目
で
見
れ
ば
超

現
実
的
な
で
き
ご
と
が
え
が
か
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
ら

は
平
安
朝
の
知
的
・
感
性
的
常
識
で
あ
り
、﹃
源
氏
物
語
﹄
は
一
貫
し
て
現
実
な

る
も
の
を
追
求
し
て
お
り
、
そ
れ
は
、
な
ぜ
と
い
う
論
理
で
、
主
題
意
識
を
持
っ

た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
す
。
な
ぜ
中
宮
が
い
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
や
、

天
皇
に
一
人
の
后
妃
が
愛
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
女
性
は
他
の
后
妃
の
恨
み
を
か

う
だ
ろ
う
と
い
う
想
像
な
ど
は
、
現
在
の
読
者
の
常
識
か
ら
は
生
れ
ま
せ
ん
。
有

職
故
実
と
い
わ
れ
て
い
る
古
典
文
学
を
読
む
た
め
の
基
礎
知
識
が
要
請
さ
れ
る
の

は
そ
の
た
め
で
、
な
ぜ
と
い
う
論
理
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
源
氏
物
語
の
リ
ア
リ
ズ

ム
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
平
安
時
代
の
知
的
・
感
性
的
常
識
を
で
き
る
だ
け
深

く
獲
得
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
す

︵
９
︶

。﹂
と
述
べ
て
い
る
と
お
り
、
わ
ず
か
に
一
文

で
は
あ
る
が
、
作
品
成
立
期
の
読
者
の
読
み
と
現
代
の
読
者
の
読
み
と
の
間
に
は

大
き
な
懸
隔
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
認
知
の
問
題
を
扱
う
際
に
し
ば
し
ば
取
り

上
げ
ら
れ
る
多
義
的
な
絵
画
﹃
妻
と
義
母︶

10
︵

﹄
同
様
に
、
自
己
と
他
者
の
対
象
理
解

の
違
い
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
冒
頭
文
の
解
釈
に
お
い
て
み
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
ズ
レ
に
着

目
す
る
と
き
、
学
習
者
は
自
分
の
生
き
て
い
る
現
代
と
い
う
時
代
の
常
識
に
依
拠

し
て
読
み
込
ん
で
い
た
こ
と
に
気
が
付
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
同
じ
も
の
を

読
み
な
が
ら
も
、
自
身
と
は
違
う
受
け
取
り
方
を
す
る
人
間
の
存
在
を
意
識
す
る

こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
冒
頭
文
一
つ
を
と
っ
て
も
、
い
か
に
自

分
が
自
己
の
常
識
の
範
疇
か
ら
物
事
を
と
ら
え
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
へ
の

自
覚
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

物
語
は
こ
の
後
、
桐
壺
更
衣
に
対
す
る
他
の
后
妃
の
妬
み
や
嫉
み
を
描
き
出
す
。

Ｂ　

は
じ
め
よ
り
我
は
と
思
ひ
あ
が
り
た
ま
へ
る
御
方
々
、
め
ざ
ま
し
き
も
の
に

お
と
し
め
そ
ね
み
た
ま
ふ
。
同
じ
ほ
ど
、
そ
れ
よ
り
下
臈
の
更
衣
た
ち
は
ま

し
て
や
す
か
ら
ず
。
朝
夕
の
宮
仕
に
つ
け
て
も
、
人
の
心
を
の
み
動
か
し
、

恨
み
を
負
ふ
つ
も
り
に
や
あ
り
け
ん
、
い
と
あ
つ
し
く
な
り
ゆ
き
、
も
の
心

細
げ
に
里
が
ち
な
る
を
、
い
よ
い
よ
あ
か
ず
あ
は
れ
な
る
も
の
に
思
ほ
し
て
、

人
の
譏
り
を
も
え
憚
ら
せ
た
ま
は
ず
、
世
の
例
に
も
な
り
ぬ
べ
き
御
も
て
な

し
な
り
。︵
①
桐
壺
・
一
七
︶

　

格
上
の
后
妃
で
あ
る
女
御
ら
が
不
愉
快
に
思
い
、
憎
み
蔑
ん
で
い
る
こ
と
、
同

格
の
他
の
更
衣
ら
は
女
御
以
上
に
寵
愛
が
期
待
で
き
な
い
だ
け
に
よ
り
い
っ
そ
う

気
持
ち
が
お
さ
ま
ら
な
い
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た

恨
み
を
か
う
状
況
か
ら
、
桐
壺
更
衣
は
体
調
に
支
障
を
来
た
し
、
里
下
が
り
が
度

重
な
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
う
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
帝
は
桐
壺
更

衣
を
不
憫
に
思
い
、
他
人
の
非
難
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
も
な
く
、
世
間
の
悪
例
に

も
な
り
か
ね
な
い
ほ
ど
に
厚
遇
は
続
い
た
と
す
る
場
面
で
あ
る
。

　

他
の
后
妃
の
恨
み
は
、
こ
の
後
の
光
源
氏
誕
生
の
場
面
以
降
に
も
見
ら
れ
る
も

保
育
者
養
成
に
お
け
る
古
典
文
学
教
材
の
価
値　

髙
野
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の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
桐
壺
更
衣
に
対
す
る
憎
し
み
が
、
具
体
的
な
い
じ
め
に

ま
で
発
展
し
た
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

Ｃ　

御
局
は
桐
壺
な
り
。
あ
ま
た
の
御
方
々
を
過
ぎ
さ
せ
た
ま
ひ
て
隙
な
き
御
前

渡
り
に
、
人
の
御
心
を
尽
く
し
た
ま
ふ
も
げ
に
こ
と
わ
り
と
見
え
た
り
。
参

上
り
た
ま
ふ
に
も
、
あ
ま
り
う
ち
し
き
る
を
り
を
り
は
、
打
橋
、
渡
殿
の
こ

こ
か
し
こ
の
道
に
あ
や
し
き
わ
ざ
を
し
つ
つ
、
御
送
り
迎
へ
の
人
の
衣
の
裾

た
へ
が
た
く
ま
さ
な
き
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
、
あ
る
時
に
は
、
え
避
ら
ぬ
馬

道
の
戸
を
鎖
し
こ
め
、
こ
な
た
か
な
た
心
を
合
は
せ
て
は
し
た
な
め
わ
づ
ら

は
せ
た
ま
ふ
時
も
多
か
り
。　
︵
①
桐
壺
・
二
〇
︶

　

帝
の
御
召
し
が
あ
っ
て
桐
壺
更
衣
が
御
局
の
桐
壺
か
ら
清
涼
殿
に
移
動
す
る

際
、
他
の
后
妃
の
居
室
の
前
を
通
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
姿
を
見
て
后
妃
や
そ
の

女
房
ら
は
平
静
で
は
い
ら
れ
な
い
。
通
り
道
に
汚
物
を
撒
き
散
ら
し
た
り
、
廊
下

の
両
端
の
扉
を
閉
ざ
し
て
閉
じ
込
め
た
り
す
る
な
ど
の
い
じ
め
が
あ
っ
た
と
い

う
。

　

こ
う
し
た
Ｂ
や
Ｃ
に
見
ら
れ
る
ね
た
み
や
い
じ
め
の
場
面
を
め
ぐ
っ
て
、
女
と

し
て
の
屈
辱
感
が
根
底
に
潜
ん
で
い
る
と
い
う
読
み
で
は
不
足
が
あ
ろ
う
。
先
述

の
ご
と
く
、
各
后
妃
は
皇
子
を
出
産
し
、
権
力
獲
得
の
礎
に
な
る
と
い
う
家
の
期

待
を
背
負
っ
て
入
内
し
て
き
て
い
る
か
ら
だ
。
摂
関
期
に
生
き
る
者
は
、
こ
う
し

た
語
り
の
背
後
に
あ
る
政
治
の
問
題
を
見
通
す
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
そ

う
し
た
な
か
で
、
現
代
に
流
布
す
る
﹁
女
は
怖
い
﹂
と
い
っ
た
単
純
化
し
た
見
方

が
持
ち
込
ま
れ
て
読
ま
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
も
作
品
成
立
期
の
読
者
と
の

懸
隔
が
顕
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
﹁
女
は
怖
い
﹂
と
い
う
類
型
化
し
た

も
の
の
見
方
そ
の
も
の
が
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
一
例
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
の

な
い
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、
多
層
的
に
自
身
の
も
の
の
と
ら
え
方
に
向
き
合
う
こ
と

が
で
き
る
場
面
で
も
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

そ
の
後
、
桐
壺
更
衣
の
死
去
、
ま
た
桐
壺
更
衣
の
母
の
死
去
が
語
ら
れ
、
身
寄

り
の
な
い
光
源
氏
は
桐
壺
帝
に
引
き
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
光
源
氏
は
類
稀
な

美
貌
と
才
能
を
示
し
な
が
ら
成
長
す
る
が
、﹁
国
の
親
と
な
り
て
、
帝
王
の
上
な

き
位
に
の
ぼ
る
べ
き
相
お
は
し
ま
す
人
の
、
そ
な
た
に
て
見
れ
ば
、
乱
れ
憂
ふ
る

こ
と
や
あ
ら
む
。
朝
廷
の
か
た
め
と
な
り
て
、
天
の
下
を
輔
く
る
方
に
て
見
れ
ば
、

ま
た
そ
の
相
違
ふ
べ
し
﹂︵
①
桐
壺
・
三
九
～
四
〇
︶
と
い
う
高
麗
人
の
観
相
を

経
て
、
賜
姓
源
氏
と
な
り
、
臣
下
と
し
て
の
生
を
歩
む
こ
と
に
な
る
。

　

一
方
、
桐
壺
帝
は
亡
き
桐
壺
更
衣
を
忘
れ
ら
れ
ず
に
過
ご
し
て
い
る
。
そ
う
し

た
中
で
、
桐
壺
更
衣
に
容
貌
が
よ
く
似
た
先
帝
の
姫
宮
の
存
在
が
帝
付
き
の
典
侍

に
よ
っ
て
明
か
さ
れ
、
帝
の
申
し
入
れ
に
よ
り
入
内
す
る
運
び
と
な
る
。
こ
の
姫

宮
が
藤
壺
で
あ
る
。
母
を
亡
く
し
た
光
源
氏
に
と
っ
て
、
そ
の
容
貌
が
酷
似
し
て

い
る
と
い
う
藤
壺
の
存
在
は
特
別
で
あ
る
。
幼
心
に
も
懐
か
し
さ
を
覚
え
、
憧
憬

の
念
を
強
め
て
い
く
。
父
の
桐
壺
帝
は
、
光
源
氏
が
藤
壺
を
母
親
に
見
立
て
る
の

も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
と
し
、
藤
壺
に
親
交
を
深
め
る
こ
と
を
依
頼
し
、
両
者
は
距

離
を
縮
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
時
の
経
過
を
経
て
、
光
源
氏
の
藤
壺
に
対
す
る
思
い
の
変
化
が
同
じ

桐
壺
巻
で
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
既
に
左
大
臣
の
娘
・
葵
上
と
結
婚
を
し
た
光

源
氏
で
あ
る
が
、
な
か
な
か
親
し
む
こ
と
が
で
き
ず
、
む
し
ろ
藤
壺
に
対
す
る

思
い
は
強
ま
り
を
見
せ
て
い
る
。﹁
さ
や
う
な
ら
む
人
を
こ
そ
見
め
﹂︵
①
桐
壺
・

四
九
︶
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
思
い
は
幼
少
期
に
見
ら
れ
た
母
を
慕
う
気
持
ち
か

ら
、
一
人
の
女
性
と
し
て
思
慕
す
る
あ
り
方
へ
と
変
容
し
て
い
く
。
こ
の
思
慕
の

念
の
高
ま
り
が
若
紫
巻
で
事
件
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。

Ｄ　

藤
壺
の
宮
、
な
や
み
た
ま
ふ
こ
と
あ
り
て
、
ま
か
で
た
ま
へ
り
。
上
の
お
ぼ

つ
か
な
が
り
嘆
き
き
こ
え
た
ま
ふ
御
気
色
も
、
い
と
い
と
ほ
し
う
見
た
て
ま

つ
り
な
が
ら
、
か
か
る
を
り
だ
に
と
心
も
あ
く
が
れ
ま
ど
ひ
て
、
い
づ
く
に

も
い
づ
く
に
も
ま
う
で
た
ま
は
ず
、
内
裏
に
て
も
里
に
て
も
、
昼
は
つ
れ
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づ
れ
と
な
が
め
暮
ら
し
て
、
暮
る
れ
ば
王
命
婦
を
責
め
歩
き
た
ま
ふ
。
い
か

が
た
ば
か
り
け
む
、
い
と
わ
り
な
く
て
見
た
て
ま
つ
る
ほ
ど
さ
へ
、
現
と
は

お
ぼ
え
ぬ
ぞ
わ
び
し
き
や
。
宮
も
ア

あ
さ
ま
し
か
り
し
を
思
し
出
づ
る
だ
に
、

世
と
と
も
の
御
も
の
思
ひ
な
る
を
、
さ
て
だ
に
や
み
な
む
と
深
う
思
し
た
る

に
、
い
と
心
憂
く
て
、
い
み
じ
き
御
気
色
な
る
も
の
か
ら
、
な
つ
か
し
う
ら

う
た
げ
に
、
さ
り
と
て
う
ち
と
け
ず
心
深
う
恥
づ
か
し
げ
な
る
御
も
て
な
し

な
ど
の
な
ほ
人
に
似
さ
せ
た
ま
は
ぬ
を
、
な
ど
か
な
の
め
な
る
こ
と
だ
に
う

ち
ま
じ
り
た
ま
は
ざ
り
け
む
と
、
つ
ら
う
さ
へ
ぞ
思
さ
る
る
。

　
　
　

何
ご
と
を
か
は
聞
こ
え
つ
く
し
た
ま
は
む
、
く
ら
ぶ
の
山
に
宿
も
と
ら
ま

ほ
し
げ
な
れ
ど
、
あ
や
に
く
な
る
短
夜
に
て
、
あ
さ
ま
し
う
な
か
な
か
な
り
。

　
　
　
　

見
て
も
ま
た
あ
ふ
よ
ま
れ
な
る
夢
の
中
に
や
が
て
ま
ぎ
る
る
わ
が
身
と

も
が
な

　
　

と
む
せ
か
へ
り
た
ま
ふ
さ
ま
も
、
さ
す
が
に
い
み
じ
け
れ
ば
、

　
　
　
イ

世
が
た
り
に
人
や
伝
へ
ん
た
ぐ
ひ
な
く
う
き
身
を
醒
め
ぬ
夢
に
な
し
て
も

　
　

思
し
乱
れ
た
る
さ
ま
も
、
い
と
こ
と
わ
り
に
か
た
じ
け
な
し
。
命
婦
の
君
ぞ
、

御
直
衣
な
ど
は
か
き
集
め
も
て
来
た
る
。　
︵
①
若
紫
・
二
三
〇
～
二
三
二
︶

Ｄ
は
藤
壺
の
里
下
が
り
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
利
用
し
て
、
光
源
氏
が
三
条
宮
に
忍
び

込
み
、
藤
壺
と
の
逢
瀬
を
遂
げ
る
場
面
で
あ
る
。
藤
壺
は
光
源
氏
の
侵
入
に
困
惑

し
、
再
度
の
逢
瀬
︵
傍
線
部
ア
﹁
あ
さ
ま
し
か
り
し
を
思
し
出
づ
る
だ
に
﹂
と
あ

り
、
初
度
の
逢
瀬
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
が
、
現
行
に
流
布
す
る
﹃
源
氏

物
語
﹄
中
に
は
初
度
の
逢
瀬
は
記
さ
れ
て
い
な
い
︶
を
許
し
て
し
ま
っ
た
自
ら
の

運
命
に
痛
恨
の
思
い
を
抱
え
、
嘆
い
て
い
る
。
そ
れ
で
も
優
し
い
そ
の
姿
は
光
源

氏
を
い
っ
そ
う
惹
き
つ
け
る
。
と
同
時
に
、
馴
れ
馴
れ
し
く
も
な
く
、
奥
ゆ
か
し

く
気
品
あ
る
姿
を
藤
壺
は
見
せ
、
光
源
氏
は
あ
ら
た
め
て
理
想
的
な
女
性
像
を
藤

壺
に
見
出
す
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
も
し
も
藤
壺
に
わ
ず
か
で
も
欠
点
が
あ
る

な
ら
ば
、
嫌
い
に
も
な
り
、
自
身
も
藤
壺
も
悩
む
こ
と
な
ど
な
か
っ
た
の
に
、
と

恨
め
し
い
思
い
す
ら
抱
い
て
い
る
。
そ
う
し
た
両
者
の
複
雑
な
心
中
が
和
歌
の
贈

答
と
い
う
か
た
ち
で
示
さ
れ
た
直
後
、
王
命
婦
が
光
源
氏
の
衣
服
を
取
り
集
め
て

き
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
夜
明
け
間
近
と
い
う
こ
と
で
、
早
く
服
を
着
て
退
出
す

る
こ
と
を
光
源
氏
に
促
す
こ
と
を
示
す
一
文
で
あ
る
。
こ
の
王
命
婦
の
行
動
を
記

す
わ
ず
か
一
文
に
よ
っ
て
、
間
接
的
に
光
源
氏
と
藤
壺
の
間
に
肉
体
関
係
が
持
た

れ
た
こ
と
が
わ
か
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
福
嶋
昭
治
氏
は
こ
の
一
文
に
つ
い

て
、﹁﹃
源
氏
物
語
﹄
に
は
、
露
骨
な
男
女
の
出
逢
い
の
場
面
の
描
写
は
ま
っ
た
く

あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
王
朝
絵
巻
の
雅
や
か
な
イ
メ
ー
ジ

ば
か
り
の
物
語
で
あ
る
か
と
い
う
と
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
ち
ょ
っ

と
ゾ
ク
ッ
と
す
る
よ
う
な
、
生
々
し
さ
や
実
在
感
に
あ
ふ
れ
た
描
写
で
満
ち
て
い

る
物
語
な
の
で
す︶

11
︵

。﹂
と
述
べ
て
い
る
。
福
嶋
氏
の
こ
の
説
明
は
、﹃
源
氏
物
語
﹄

が
セ
ク
シ
ャ
ル
な
描
写
を
含
ん
だ
作
品
だ
と
い
う
一
般
的
な
誤
解
が
あ
る
こ
と
を

前
提
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
高
校
ま
で
の
授
業
等
で
断
片
的
に
し
か
﹃
源
氏
物

語
﹄
に
ふ
れ
た
こ
と
の
な
い
学
習
者
が
、
性
的
な
描
写
が
実
は
な
い
と
い
う
事
実

を
知
る
こ
と
は
、
自
己
に
向
き
合
う
契
機
を
も
与
え
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
。﹃
源

氏
物
語
﹄
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
福
嶋
氏
が
前
提
と
し
て
い
た
と
思

し
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
学
習
者
は
自
身
が
事
実
と
は
か
け
離
れ
た
思
い
込
み

を
し
て
い
た
こ
と
に
気
が
付
か
さ
れ
る
は
ず
だ
。
お
そ
ら
く
は
、
恋
愛
の
物
語
、

光
源
氏
が
多
く
の
女
性
と
関
係
を
持
つ
物
語
と
い
う
世
間
に
流
布
す
る
﹃
源
氏
物

語
﹄
の
イ
メ
ー
ジ
に
左
右
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま

り
先
入
観
に
こ
こ
で
も
向
き
合
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　

さ
て
、
こ
の
Ｄ
の
場
面
で
も
う
一
点
注
目
し
た
い
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
二
首
目

の
藤
壺
詠
歌
中
の
傍
線
部
イ
﹁
世
が
た
り
に
人
や
伝
へ
ん
﹂
に
つ
い
て
だ
。
世
間

の
人
が
こ
の
逢
瀬
を
噂
し
て
伝
え
て
い
き
は
し
ま
い
か
、
と
い
う
不
安
が
詠
み
込

ま
れ
て
い
る
。
な
ぜ
藤
壺
は
こ
の
事
実
が
漏
れ
伝
わ
る
こ
と
を
恐
れ
る
の
か
と
い

う
こ
と
の
理
由
を
見
誤
る
と
大
き
な
ズ
レ
が
生
じ
る
箇
所
で
あ
る
。
こ
の
場
面
を
、

父
の
後
妻
︵
義
母
︶
と
継
子
と
が
肉
体
関
係
を
結
ん
だ
と
と
ら
え
る
と
す
れ
ば
、

保
育
者
養
成
に
お
け
る
古
典
文
学
教
材
の
価
値　

髙
野
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家
中
の
倫
理
的
な
問
題
に
理
解
は
落
と
し
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ

の
場
面
で
藤
壺
が
想
定
し
て
い
る
の
は
、
藤
壺
の
立
場
か
ら
の
夫
や
光
源
氏
の
立

場
か
ら
の
父
に
対
す
る
裏
切
り
と
い
う
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
后
妃
が
臣
下
と

関
係
を
持
っ
た
と
い
う
こ
と
に
こ
そ
眼
目
が
あ
る
。
欺
か
れ
た
の
は
帝
で
あ
り
、

国
家
の
中
心
的
存
在
な
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
密
通
と
い
う
事
実
が
露
顕
す

れ
ば
、
国
家
的
一
大
事
に
ま
で
発
展
す
る
こ
と
は
必
至
で
、
自
身
も
光
源
氏
も
全

て
を
失
う
こ
と
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
恐
れ
慄
く
の
で
あ
る
。
天
皇
を
中
心

と
し
た
社
会
の
中
で
生
き
る
作
品
成
立
期
の
読
者
は
、
こ
の
よ
う
に
読
み
込
ん
だ

と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

　

で
は
、
現
代
の
読
者
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
木
村
朗
子
氏
は
自
身
の
授
業
時
の

受
講
学
生
の
コ
メ
ン
ト
を
著
作
の
中
で
紹
介
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
中
に
﹁
よ

く
よ
く
考
え
て
見
る
と
光
源
氏
と
藤
壺
の
関
係
っ
て
も
の
す
ご
い
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル

で
す
よ
ね︶

12
︵

。﹂
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
の
コ
メ
ン
ト
の
﹁
よ
く
よ
く
考
え
て
み

る
と
﹂
と
い
う
箇
所
か
ら
は
、
当
初
は
家
中
の
倫
理
的
問
題
と
し
て
こ
の
密
通
事

件
を
と
ら
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
現
代
的
な
感
覚
に
の
み
依
拠
し
て
読

ま
れ
る
可
能
性
が
多
分
に
あ
る
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ

う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
場
面
も
現
代
を
生
き
る
自
分
と
他
者
た
る
作
品

成
立
期
の
読
者
と
の
対
比
に
つ
い
て
考
え
る
契
機
に
な
り
う
る
の
だ
。

　

国
家
的
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
と
し
て
読
む
の
か
、
家
中
の
倫
理
的
問
題
と
し
て
読
む

の
か
と
い
う
問
題
は
、
そ
の
後
の
物
語
の
読
み
に
も
関
係
し
て
く
る
。
こ
の
密
通

の
の
ち
、
藤
壺
は
懐
妊
し
、
や
が
て
出
産
を
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
子
ど
も

の
父
親
は
光
源
氏
だ
っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
事
実
は

藤
壺
と
光
源
氏
、
手
引
き
を
し
た
王
命
婦
に
し
か
分
か
ら
な
い
も
の
に
な
っ
て
い

る
。
桐
壺
帝
は
懐
妊
を
大
い
に
喜
ぶ
が
、
そ
れ
を
見
る
藤
壺
や
光
源
氏
の
胸
中
に

は
不
安
が
渦
巻
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
不
安
の
根
底
に
は
、
露
顕
す
れ
ば
国
家
的

ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
も
な
る
よ
う
な
事
実
を
抱
え
て
い
る
こ
と
か
ら
く
る
苦
し
さ
が

あ
る
。
し
か
し
、
家
中
の
倫
理
的
問
題
と
し
て
と
ら
え
て
い
く
と
、
そ
の
重
苦
し

さ
の
度
合
い
は
幾
分
な
り
と
も
薄
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
密
通

を
犯
し
た
二
人
の
、
と
り
わ
け
藤
壺
の
心
中
を
推
し
量
ろ
う
と
す
る
と
き
、
大
き

な
落
差
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

さ
て
、
こ
の
密
通
事
件
は
さ
ら
な
る
衝
撃
的
な
展
開
を
み
せ
る
。
密
通
の
末
、
藤

壺
は
懐
妊
し
、
皇
子
︵
の
ち
の
冷
泉
帝
︶
を
産
む
こ
と
に
な
る
。
他
言
で
き
る
は

ず
も
な
い
出
来
事
ゆ
え
、
出
生
の
秘
事
は
当
事
者
で
あ
る
光
源
氏
、
藤
壺
と
密
通

の
手
引
き
を
し
た
藤
壺
付
女
房
の
胸
の
内
に
の
み
留
め
置
か
れ
、
皇
子
は
桐
壺
帝

の
子
と
し
て
養
育
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、
治
世
は
桐
壺
帝
の
御
代
か
ら
、

光
源
氏
の
兄
朱
雀
帝
の
御
代
を
経
て
、
不
義
の
子
た
る
冷
泉
帝
の
御
代
へ
と
移
っ

て
い
く
。
光
源
氏
の
手
厚
い
後
見
も
あ
り
、
冷
泉
帝
の
御
代
は
聖
代
と
も
称
さ
れ

る
安
定
し
た
時
代
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
薄
雲
巻
に
至
る
と
に
わ
か
に
事
態
は
急

変
す
る
。
真
相
を
知
る
こ
と
な
く
成
長
し
た
冷
泉
帝
に
出
生
の
秘
事
が
内
密
に
奏

上
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
少
々
長
く
な
る
が
、
そ
の
密
奏
場
面
を
掲
げ
る
。

Ｅ　

静
か
な
る
暁
に
、
人
も
近
く
さ
ぶ
ら
は
ず
、
あ
る
は
ま
か
で
な
ど
し
ぬ
る
ほ

ど
に
、
古
代
に
う
ち
し
は
ぶ
き
つ
つ
世
の
中
の
こ
と
ど
も
奏
し
た
ま
ふ
つ
い

で
に
、﹁
い
と
奏
し
が
た
く
、
か
へ
り
て
は
罪
に
も
や
ま
か
り
当
た
ら
む
と

思
ひ
た
ま
へ
憚
る
方
多
か
れ
ど
、
ウ

知
ろ
し
め
さ
ぬ
に
罪
重
く
て
、
天
の
眼

恐
ろ
し
く
思
ひ
た
ま
へ
ら
る
る
こ
と
を
、
心
に
む
せ
び
は
べ
り
つ
つ
命
終
は

り
は
べ
り
な
ば
、
何
の
益
か
は
は
べ
ら
む
。
エ

仏
も
心
ぎ
た
な
し
と
や
思
し

め
さ
む
﹂
と
ば
か
り
奏
し
さ
し
て
、
え
う
ち
出
で
ぬ
こ
と
あ
り
。

　
　
　

上
、
何
ご
と
な
ら
む
、
こ
の
世
に
恨
み
残
る
べ
く
思
ふ
こ
と
や
あ
ら
む
、

法
師
は
聖
と
い
へ
ど
も
、
あ
る
ま
じ
き
横
さ
ま
の
そ
ね
み
深
く
、
う
た
て
あ

る
も
の
を
、と
思
し
て
、﹁
い
は
け
な
か
り
し
時
よ
り
隔
て
思
ふ
こ
と
な
き
を
、

そ
こ
に
は
か
く
忍
び
残
さ
れ
た
る
こ
と
あ
り
け
る
を
な
む
、
つ
ら
く
思
ひ
ぬ

る
﹂
と
の
た
ま
は
す
れ
ば
、﹁
あ
な
か
し
こ
。
さ
ら
に
仏
の
い
さ
め
守
り
た

ま
ふ
真
言
の
深
き
道
を
だ
に
、
隠
し
と
ど
む
る
こ
と
な
く
弘
め
仕
う
ま
つ
り
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は
べ
り
。
ま
し
て
心
に
隈
あ
る
こ
と
、
何
ご
と
に
か
は
べ
ら
む
。
こ
れ
は
来

し
方
行
く
先
の
大
事
と
は
べ
る
こ
と
を
、
過
ぎ
お
は
し
ま
し
に
し
院
、
后
の

宮
、
た
だ
今
世
を
ま
つ
り
ご
ち
た
ま
ふ
大
臣
の
御
た
め
、
す
べ
て
か
へ
り
て

よ
か
ら
ぬ
こ
と
に
や
漏
り
出
で
は
べ
ら
む
。
か
か
る
老
法
師
の
身
に
は
、
た

と
ひ
愁
へ
は
べ
り
と
も
何
の
悔
か
は
べ
ら
む
。
オ

仏
天
の
告
げ
あ
る
に
よ
り

て
奏
し
は
べ
る
な
り
。
わ
が
君
孕
ま
れ
お
は
し
ま
し
た
り
し
時
よ
り
、
故
宮

深
く
思
し
嘆
く
こ
と
あ
り
て
、
御
祈
祷
仕
う
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
ゆ
ゑ
な
む
は

べ
り
し
、
く
は
し
く
は
法
師
の
心
に
え
さ
と
り
は
べ
ら
ず
。
事
の
違
ひ
目
あ

り
て
、
大
臣
横
さ
ま
の
罪
に
当
た
り
た
ま
ひ
し
と
き
、
い
よ
い
よ
怖
ぢ
思
し

め
し
て
、
重
ね
て
御
祈
祷
ど
も
う
け
た
ま
は
り
は
べ
り
し
を
、
大
臣
も
聞
こ

し
め
し
て
な
む
、
ま
た
さ
ら
に
事
加
へ
課
せ
ら
れ
て
、
御
位
に
即
き
お
は
し

ま
し
し
ま
で
仕
う
ま
つ
る
こ
と
ど
も
は
べ
り
し
。
そ
の
う
け
た
ま
わ
り
し
さ

ま
﹂
と
て
、
く
は
し
く
奏
す
る
を
聞
こ
し
め
す
に
、
あ
さ
ま
し
う
め
づ
ら
か

に
て
、
恐
ろ
し
う
も
悲
し
う
も
、
さ
ま
ざ
ま
に
御
心
乱
れ
た
り
。
と
ば
か
り

御
答
へ
も
な
け
れ
ば
、
僧
都
、
進
み
奏
し
つ
る
を
便
な
く
思
し
め
す
に
や
と

わ
づ
ら
は
し
く
思
ひ
て
、
や
を
ら
か
し
こ
ま
り
て
ま
か
づ
る
を
、
召
し
と
ど

め
て
、﹁
カ

心
に
知
ら
で
過
ぎ
な
ま
し
か
ば
、
後
の
世
ま
で
の
咎
め
あ
る
べ
か

り
け
る
こ
と
を
、
今
ま
で
忍
び
こ
め
ら
れ
た
り
け
る
を
な
む
、
か
へ
り
て
う

し
ろ
め
た
き
心
な
り
と
思
ひ
ぬ
る
。
ま
た
こ
の
こ
と
を
知
り
て
漏
ら
し
伝
ふ

る
た
ぐ
ひ
や
あ
ら
む
﹂
と
の
た
ま
は
す
。﹁
さ
ら
に
。
な
に
が
し
と
王
命
婦

と
よ
り
外
の
人
、
こ
の
こ
と
の
け
し
き
見
た
る
は
べ
ら
ず
。
さ
る
に
よ
り
な

む
、
い
と
恐
ろ
し
う
は
べ
る
。
キ

天
変
頻
り
に
さ
と
し
、
世
の
中
静
か
な
ら

ぬ
は
こ
の
け
な
り
。
い
と
き
な
く
も
の
の
心
知
ろ
し
め
す
ま
じ
か
り
つ
る
ほ

ど
こ
そ
は
べ
り
つ
れ
、
ク

や
う
や
う
御
齢
足
り
お
は
し
ま
し
て
、
何
ご
と
も

わ
き
ま
へ
さ
せ
た
ま
ふ
べ
き
時
に
い
た
り
て
咎
を
も
示
す
な
り
。
よ
ろ
づ
の

こ
と
、
親
の
御
世
よ
り
は
じ
ま
る
に
こ
そ
は
べ
る
な
れ
。
ケ

何
の
罪
と
も
知

ろ
し
め
さ
ぬ
が
恐
ろ
し
き
に
よ
り
、
思
ひ
た
ま
へ
消
ち
て
し
こ
と
を
、
さ
ら

に
心
よ
り
出
だ
し
は
べ
り
ぬ
る
こ
と
﹂
と
泣
く
泣
く
聞
こ
ゆ
る
ほ
ど
に
明
け

は
て
ぬ
れ
ば
、
ま
か
で
ぬ
。　
　
　
　
　
　
︵
②
薄
雲
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奏
上
し
た
の
は
、
代
々
藤
壺
の
家
に
仕
え
て
い
た
祈
祷
僧
︵
夜
居
僧
都
と
呼
称

さ
れ
る
︶
で
あ
る
。
当
初
は
言
い
よ
ど
ん
で
な
か
な
か
切
り
出
せ
ず
に
い
る
が
、

冷
泉
帝
に
促
さ
れ
る
か
た
ち
で
秘
事
を
語
り
、
真
相
に
ふ
れ
た
冷
泉
帝
は
恐
れ
お

の
の
く
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
場
面
で
注
目
し
た
い
の
は
夜
居
僧
都
の
密
奏
の
動
機
で
あ
る
。
傍
線
部
ウ

﹁
知
ろ
し
め
さ
ぬ
に
罪
重
く
て
、
天
の
眼
恐
ろ
し
く
思
ひ
た
ま
へ
ら
る
る
こ
と
﹂、

エ
﹁
仏
も
心
ぎ
た
な
し
と
や
思
し
め
さ
む
﹂、
オ
﹁
仏
天
の
告
げ
あ
る
に
よ
り
て

奏
し
は
べ
る
な
り
﹂
と
あ
る
よ
う
に
、﹁
天
﹂
や
﹁
仏
﹂、﹁
仏
天
﹂
の
語
が
繰
り

返
し
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
僧
都
自
身
が
秘
密
を
抱
え
て
い
る
こ
と
の
個
人

的
問
題
を
超
え
て
、
仏
教
的
観
点
か
ら
密
奏
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
引
用
部
分
の
後
半
に
も
、
傍
線
部
キ
﹁
天
変
頻
り
に
さ

と
し
、
世
の
中
静
か
な
ら
ぬ
は
こ
の
け
な
り
﹂
と
す
る
よ
う
に
﹁
天
変
﹂
の
語
が

見
え
、
や
は
り
仏
天
の
存
在
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
続
く
の
が
、
傍
線

部
ク
﹁
や
う
や
う
御
齢
足
り
お
は
し
ま
し
て
、
何
ご
と
も
わ
き
ま
へ
さ
せ
た
ま
ふ

べ
き
時
に
い
た
り
て
咎
を
も
示
す
な
り
﹂
と
い
う
箇
所
で
あ
る
が
、
冷
泉
帝
が
成

人
し
、
分
別
が
つ
く
年
頃
に
な
っ
た
が
ゆ
え
に
、
自
身
の
出
生
の
経
緯
を
知
ら
な

い
と
い
う
こ
と
を
仏
天
が
咎
め
る
よ
う
に
な
り
、
天
変
地
異
も
し
き
り
に
お
こ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
だ
、
と
僧
都
は
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
仏
天
が
天
変
地
異
の

か
た
ち
を
と
っ
て
咎
め
だ
て
て
い
る
対
象
は
冷
泉
帝
自
身
で
あ
る
と
す
る
の
だ
。

同
様
に
、
僧
都
は
傍
線
部
ウ
﹁
知
ろ
し
め
さ
ぬ
に
罪
重
く
て
﹂、
ケ
﹁
何
の
罪
と

も
知
ろ
し
め
さ
ぬ
が
恐
ろ
し
き
に
よ
り
﹂
と
述
べ
、﹁
罪
﹂
が
冷
泉
帝
の
も
の
で

あ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
冷
泉
帝
に
罪
が
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
を
案
じ
て
僧

都
は
密
奏
を
決
意
し
た
の
だ
。

　

こ
の
場
面
に
つ
い
て
現
代
の
読
者
は
、
冷
泉
帝
に
罪
が
あ
る
と
さ
れ
る
点
に
疑

保
育
者
養
成
に
お
け
る
古
典
文
学
教
材
の
価
値　

髙
野
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問
を
抱
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
子
は
親
を
選
べ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
不
義
密

通
の
子
で
あ
る
こ
と
を
本
人
が
望
ん
で
こ
の
世
に
生
を
受
け
た
わ
け
で
も
な
い
と

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
冷
泉
帝
に
罪
は
な
く
、
責

任
の
所
在
は
む
し
ろ
そ
の
親
た
る
光
源
氏
と
藤
壺
に
求
め
ら
れ
る
の
が
至
当
で
は

あ
る
。
し
か
し
、
作
品
成
立
期
の
読
者
は
異
な
る
解
釈
を
し
た
と
思
し
い
。
そ
の

鍵
に
な
る
の
が
仏
教
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
冷
泉
帝
の
罪
と
は
仏
教
に
お
け
る﹁
不

孝
の
罪
﹂
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
親
孝
行
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
を
問
題
視
す

る
も
の
で
あ
る︶

13
︵

。
実
父
を
知
ら
な
け
れ
ば
親
孝
行
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
と
い

う
仏
教
的
論
理
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
真
相
を
知
る
に
至
っ
た
冷
泉
帝

自
身
が
傍
線
部
カ
﹁
心
に
知
ら
で
過
ぎ
な
ま
し
か
ば
、
後
の
世
ま
で
の
咎
め
あ
る

べ
か
り
け
る
こ
と
﹂
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
知
ら
な
い
ま
ま
で
い
れ
ば
、
帝
自

身
の
来
世
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
。
仏
教
が
支
配
的
な
平
安
期
に
あ
っ
て
は
、

現
世
の
行
い
が
来
世
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
考
え
方
は
常
識
的
な
も
の
で
あ

り
、
冷
泉
帝
に
罪
が
あ
る
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
自
然
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ

と
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
理
解
の
ズ
レ
は
、
ご
く
些
末
な
こ
と
の
よ
う
に
一
見
思
え
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
後
の
物
語
展
開
に
も
大
き
く
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
後
、
冷
泉

帝
は
光
源
氏
へ
の
譲
位
を
検
討
す
る
が
、
そ
の
理
由
は
実
父
光
源
氏
が
臣
下
と
し

て
自
ら
に
仕
え
て
い
る
と
い
う
父
子
の
立
場
が
逆
転
し
て
い
る
現
象
に
思
い
悩
む

か
ら
で
あ
る
。
譲
位
自
体
は
、
光
源
氏
自
身
が
固
辞
し
た
こ
と
に
よ
り
実
現
し
な

い
が
、
藤
裏
葉
巻
で
准
太
政
天
皇
の
待
遇
を
冷
泉
帝
が
光
源
氏
に
対
し
て
と
る
こ

と
に
よ
り
、
父
子
の
立
場
逆
転
の
構
図
は
解
消
さ
れ
、
同
時
に
先
述
し
た
高
麗
人

に
よ
る
光
源
氏
の
観
相
結
果
が
こ
こ
に
お
い
て
実
現
し
た
こ
と
が
分
か
る
流
れ
に

な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
流
れ
の
中
に
あ
っ
て
は
、
冷
泉
帝
自
身
が
罪
障
意
識
を

抱
く
こ
と
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、
仏
教
的
視
点
が
基
盤
に
な
く
て
は
そ
の

後
の
展
開
も
成
立
し
え
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
子
に
罪
は
な
く
非

は
親
の
方
に
あ
る
と
い
う
考
え
方
か
ら
離
れ
、
冷
泉
帝
の
仏
教
的
罪
業
に
思
い
を

致
す
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
譲
位
ま
で
も
想
起
す
る
冷
泉
帝
の
心
理
に
は
ふ
れ

る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
現
代
的
な
見
方
、
現
代
人
の
常
識
を
持
ち
込
ん
で
読
む
﹃
源
氏

物
語
﹄
と
、
平
安
期
の
人
々
の
実
相
を
ふ
ま
え
て
読
む
﹃
源
氏
物
語
﹄
と
で
は
大

き
な
隔
た
り
が
あ
る
。
こ
の
隔
た
り
に
気
が
付
く
こ
と
で
、
他
者
た
る
作
品
成
立

期
の
読
者
と
の
違
い
を
認
識
し
、
自
分
自
身
が
自
己
の
常
識
や
感
覚
に
依
拠
し
て

物
事
を
と
ら
え
や
す
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
思
い
至
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
四
、
古
典
講
読
に
お
け
る
自
己
覚
知

　
　
　
　
―
―
ジ
ョ
ハ
リ
の
窓
の
観
点
か
ら
―
―

　

こ
こ
ま
で
﹃
源
氏
物
語
﹄
第
一
部
の
流
れ
を
追
い
つ
つ
、
い
く
つ
か
の
主
た
る

場
面
を
取
り
上
げ
、
現
代
的
な
視
点
や
常
識
に
の
み
依
拠
し
た
読
み
方
で
は
作
品

成
立
期
の
読
者
の
読
み
方
と
の
間
に
齟
齬
が
生
じ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
れ
は

現
代
に
生
き
る
自
己
に
の
み
主
眼
を
置
い
た
読
み
方
と
平
安
期
を
生
き
た
他
者
の

読
み
方
と
の
間
に
は
大
き
な
差
異
が
生
じ
る
余
地
が
多
分
に
あ
り
、
と
も
す
れ
ば

現
代
の
視
点
の
み
で
と
ら
え
る
と
身
勝
手
な
作
品
理
解
に
至
る
可
能
性
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
は
自
己
と
他
者
の
問
題
が
介
在
し
て
い

る
。
そ
れ
だ
け
に
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
喚
起
し
な
が
ら
古
典
文
学
の
講
読

授
業
を
展
開
す
る
こ
と
で
、
自
分
自
身
が
常
識
だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
い
つ
も

適
用
可
能
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
知
り
、
自
己
の
常
識
に
依
拠
し
す
ぎ
る
こ
と

の
危
険
性
に
も
気
が
付
け
る
よ
う
に
な
る
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い

て
、﹁
ジ
ョ
ハ
リ
の
窓
﹂
の
概
念
を
用
い
て
検
討
し
て
お
こ
う
。

　
﹁
ジ
ョ
ハ
リ
の
窓
﹂
は
、
ジ
ョ
セ
フ
・
ラ
フ
ト
と
ハ
リ
ー
・
イ
ン
ガ
ム
に
よ
っ

て
作
ら
れ
た
対
人
関
係
に
お
け
る
気
づ
き
の
モ
デ
ル
グ
ラ
フ
で
あ
る
。﹁
自
分
自

身
が
知
っ
て
い
る
自
分
﹂、﹁
自
分
自
身
が
知
ら
な
い
自
分
﹂、﹁
周
囲
が
知
っ
て
い
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保
育
者
養
成
に
お
け
る
古
典
文
学
教
材
の
価
値　

髙
野

る
自
分
﹂、﹁
周
囲
が
知
ら
な
い
自
分
﹂
の
四
項
目
を
組
み
合
わ
せ
、﹁
自
分
自
身

も
他
人
も
知
っ
て
い
る
自
分
＝
開
放
の
窓
﹂、﹁
周
囲
だ
け
が
知
っ
て
い
る
自
分
＝

盲
目
の
窓
﹂、﹁
自
分
だ
け
が
知
っ
て
い
る
自
分
＝
秘
密
の
窓
﹂、﹁
自
分
も
周
囲
も

知
ら
な
い
自
分
＝
未
知
の
窓
﹂
と
い
う
四
つ
の
窓
を
想
定
し
、﹁
自
己
開
示
﹂
や
﹁
他

者
覚
知
﹂
を
進
め
な
が
ら
﹁
開
放
の
窓
﹂
の
領
域
を
広
げ
て
い
く
こ
と
が
よ
り
深

く
自
身
を
知
る
﹁
自
己
覚
知
﹂
へ
と
繋
が
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
対
人
援
助
職

の
た
め
の
テ
キ
ス
ト
に
加
え
、
保
育
者
養
成
の
テ
キ
ス
ト
に
も
掲
載
さ
れ
る
こ
と

が
あ
る
考
え
方
で
あ
る︶
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。
試
み
に
、
保
育
者
養
成
の
テ
キ
ス
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
例
を
掲
出
し
て
お
こ
う
。

　
　

初
め
て
出
会
う
そ
の
人
が
、
あ
な
た
に
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
行
動
を
し

た
と
き
︵
も
ち
ろ
ん
反
社
会
的
で
は
な
い
︶
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
に
思
い
ま

す
か
？
﹁
信
じ
ら
れ
な
い
！
﹂
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
そ
の
人

に
と
っ
て
は
当
た
り
前
の
行
動
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
出
会
い
を
友
達
に

話
し
た
ら
﹁
そ
の
人
は
お
か
し
く
な
い
よ
。
な
ぜ
そ
ん
な
風
に
思
う
の
？
﹂

と
言
わ
れ
ま
し
た
。

　
　

な
に
げ
な
い
こ
の
出
来
事
も
自
己
覚
知
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

　

①
初
め
て
出
会
っ
た
人
へ
の
感
情
に
気
付
く
↓
﹁
信
じ
ら
れ
な
い
！
﹂
＝
気
付

き

　

②
そ
の
感
情
を
他
者
へ
伝
え
る
↓
﹁
信
じ
ら
れ
な
い
！
﹂
行
動
を
す
る
人
が
い

た
事
＝
自
己
開
示

　

③
他
者
か
ら
そ
の
感
情
に
つ
い
て
の
指
摘
を
受
け
る
↓
な
ぜ
そ
う
思
う
の
か
、

友
人
は
そ
の
人
の
行
動
に
疑
問
を
持
た
な
い
＝
他
者
覚
知

　

④
新
た
な
考
え
方
や
価
値
観
に
つ
い
て
知
る
＝
自
己
覚
知︶
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自
己
覚
知
に
至
る
一
つ
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
古

典
学
習
の
内
容
を
組
み
合
わ
せ
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

①
︵
現
代
的
視
点
に
よ
る
︶
読
後
の
印
象
、
自
己
の
考
え
＝
気
付
き

　

②
︵
現
代
的
視
点
に
よ
る
︶
自
己
の
考
え
の
言
語
化
＝
自
己
開
示

　

③
︵
作
品
成
立
期
の
読
み
や
時
代
背
景
に
根
差
し
た
︶
授
業
者
か
ら
の
解
説
＝

他
者
覚
知

　

④
︵
自
己
の
考
え
と
授
業
者
か
ら
の
解
説
を
ふ
ま
え
︶
現
代
的
視
点
に
の
み
根

差
し
た
自
己
の
読
み
や
考
え
方
に
依
拠
し
て
い
て
は
作
品
成
立
期
に
お
け
る

理
解
︵
他
者
の
視
点
︶
に
近
づ
け
な
い
と
い
う
認
識
↓
新
た
な
視
点
・
価
値

観
に
つ
い
て
知
る
＝
自
己
覚
知

　

②
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
様
々
な
授
業
で
実
施
さ
れ
て
い
る
リ
フ
レ
ク
シ
ョ

ン
・
シ
ー
ト
を
用
い
る
こ
と
で
容
易
に
実
現
可
能
で
あ
る
。
ま
た
③
は
、
基
本
的

に
は
①
と
並
行
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
②
に
お
け
る
自
己
の
考
え
の

言
語
化
の
場
面
で
も
同
時
に
言
語
化
さ
れ
た
形
で
示
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
手
続
き
を
経
て
、
④
の
自
己
覚
知
に
至
る
わ
け
で
あ
る
が
、
古
典
文
学
を

素
材
に
す
る
こ
と
で
、
同
じ
も
の
を
前
提
に
し
て
い
な
が
ら
自
己
と
作
品
成
立
期

の
読
者
の
読
み
に
落
差
が
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
い
か
に
自
身
の
読
み

方
、
考
え
方
が
作
品
成
立
期
の
あ
り
よ
う
を
無
視
し
た
現
代
的
視
点
に
の
み
依
拠

し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま

り
、
古
典
学
習
を
行
う
こ
と
で
、
自
分
は
自
己
の
常
識
の
範
囲
で
物
事
を
と
ら
え

が
ち
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
先
に
、﹁
相

手
の
立
場
か
ら
考
え
る
﹂
と
い
う
紋
切
り
型
の
理
解
で
は
な
く
、
自
己
と
他
者
は

異
な
る
存
在
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
深
い
理
解
、
他
者
を
深
く
知
る
こ
と
の
必

要
性
を
意
識
す
る
土
壌
が
保
育
学
生
の
中
に
育
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
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五
、
ま
と
め

　

以
上
、
対
人
援
助
職
た
る
保
育
者
の
養
成
に
お
け
る
子
ど
も
や
利
用
者
主
体
の

姿
勢
獲
得
に
向
け
た
自
己
と
他
者
の
差
異
へ
の
気
づ
き
と
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
た
自

己
の
あ
り
よ
う
の
自
覚
と
に
つ
い
て
、
古
典
文
学
作
品
の
講
読
が
有
効
性
を
持
つ

こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
現
代
に
生
き
る
学
習
者
と
の
距
離
と
い
う
面
で
、

時
間
的
に
も
環
境
的
に
も
隔
た
り
が
あ
る
古
典
文
学
作
品
の
講
読
は
、
自
身
の
先

入
観
や
現
代
人
の
常
識
に
依
拠
し
が
ち
で
あ
る
こ
と
を
明
瞭
に
映
し
出
す
も
の
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
う
し
た
性
質
を
ふ
ま
え
た
授
業
実
践
が
な
さ
れ
る
こ
と
で
、

対
人
援
助
職
に
就
こ
う
と
す
る
者
に
求
め
ら
れ
る
客
観
的
な
も
の
の
見
方
を
醸
成

し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
に
取
り
上
げ
た
場
面
以
外
に
も
、
高
校
の
古
文
教
材
と
し
て
定
番
化
し
て

い
る
光
源
氏
に
よ
る
紫
の
上
発
見
の
場
面
︵
若
紫
巻
︶
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
も

で
き
よ
う
。
現
代
に
は
少
女
紫
の
上
を
発
見
し
、
執
心
す
る
光
源
氏
の
姿
に
小
児

性
愛
的
な
も
の
を
読
み
取
る
読
者
が
い
る
が
、
平
安
期
の
年
齢
の
感
覚
と
の
間
に

は
大
き
な
開
き
が
あ
る
こ
と
は
指
摘
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、﹁
ね
び
ゆ

か
む
さ
ま
ゆ
か
し
き
人
か
な
、
と
目
と
ま
り
た
ま
ふ
。
さ
る
は
、
限
り
な
う
心
を

尽
く
し
き
こ
ゆ
る
人
に
い
と
よ
う
似
た
て
ま
つ
れ
る
が
ま
も
ら
る
る
な
り
け
り
、

と
思
ふ
に
も
涙
ぞ
落
つ
る
。﹂︵
①
若
紫
・
二
〇
七
︶
と
あ
る
よ
う
に
、
大
人
に
な
っ

た
姿
を
見
て
み
た
い
、
と
い
う
光
源
氏
の
願
望
が
描
か
れ
、
さ
ら
に
は
藤
壺
に
似

て
い
る
が
ゆ
え
に
紫
の
上
に
心
惹
か
れ
る
の
だ
と
い
う
叙
述
も
あ
る︶
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。
現
代
的
感

覚
と
作
品
成
立
期
の
感
覚
に
大
き
な
差
異
が
あ
る
こ
と
は
、
様
々
な
場
面
で
確
認

が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

本
稿
で
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
を
取
り
上
げ
た
が
、
他
の
古
典
文
学
作
品
に
お
い
て

も
同
様
の
効
果
は
期
待
で
き
る
は
ず
だ
。
た
と
え
ば
、﹃
枕
草
子
﹄
の
﹁
春
は
あ

け
ぼ
の
﹂
章
段
の
教
材
利
用
で
あ
る
。
こ
の
章
段
は
、
近
時
は
小
学
校
高
学
年
の

国
語
科
教
材
に
も
な
っ
て
お
り
、
中
学
や
高
校
の
古
文
の
授
業
に
お
い
て
も
定
番

教
材
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
若
い
学
習
者
に
も
著
明
な
も
の
だ
。

吉
海
直
人
氏
は
、﹁﹃
枕
草
子
﹄
と
い
え
ば
、
冒
頭
の
﹁
春
は
あ
け
ぼ
の
﹂
章
段
が

一
番
有
名
で
す
ね
。
中
学
の
国
語
や
高
校
古
文
の
教
科
書
に
も
必
ず
と
い
っ
て
い

い
ほ
ど
採
用
さ
れ
て
お
り
、﹃
枕
草
子
﹄
の
代
表
的
章
段
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
そ
こ
に
は
伝
統
的
な
日
本
の
四
季
折
々
の
自
然
美
や

風
物
が
鏤
め
ら
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
人
が
案
外
多
い
よ
う
で
す
。
み
な
さ
ん

は
い
か
が
で
す
か
？
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
誤
解
で
し
た
。
本
来
、

春
の
風
物
と
し
て
は
﹁
梅
・
鶯
・
桜
・
霞
﹂
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
だ

か
ら
で
す
。
そ
こ
に
﹁
あ
け
ぼ
の
﹂
が
含
ま
れ
る
余
地
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
現
代
人
、
例
え
ば
初
め
て
古
典
の
授
業
で
﹃
枕
草
子
﹄
を
習
う
生

徒
は
、
こ
れ
を
す
ん
な
り
平
安
時
代
の
美
意
識
と
し
て
受
け
取
っ
て
は
い
な
い
で

し
ょ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
当
時
の
人
々
は
﹁
春
は
あ
け
ぼ
の
﹂
と
い
う
文
章
を

耳
に
し
た
途
端
、
少
な
か
ら
ず
違
和
感
を
抱
い
た
に
違
い
な
い
の
で
す︶
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。﹂
と
述

べ
て
い
る
。
平
安
朝
の
常
識
的
な
美
意
識
と
は
異
な
る
も
の
を
取
り
上
げ
た
と
こ

ろ
に
﹃
枕
草
子
﹄
の
特
徴
が
あ
り
、
同
時
代
の
読
者
に
は
新
鮮
味
を
持
っ
て
迎
え

ら
れ
た
文
章
だ
と
さ
れ
る
。
と
も
す
れ
ば
、
日
本
の
伝
統
的
美
意
識
と
し
て
処
理

さ
れ
が
ち
な
叙
述
で
あ
る
が
、
作
品
成
立
期
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
む
し
ろ
新

し
さ
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
古
典
文
学
の
学
習
は
、
現
代
的
な
視
点
に
の
み
依
拠
し
て
読
む
と
、

作
品
成
立
期
そ
の
ま
ま
の
姿
を
見
失
い
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
を
学
習
者
に
意
識

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
理
解
が
、
自
己
と
他
者
の
関

係
に
置
き
換
え
ら
れ
る
と
き
、
自
己
の
あ
り
よ
う
が
見
つ
め
な
お
さ
れ
、
自
己
理

解
が
進
み
、
他
者
理
解
へ
と
踏
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
に
保

育
者
養
成
に
お
け
る
古
典
文
学
学
習
の
価
値
が
存
す
る
。

　

和
田
敦
彦
氏
は
、
作
家
自
身
の
内
面
に
到
達
点
を
求
め
な
い
研
究
手
法
に
つ
い

て
述
べ
る
中
で
、﹁
小
説
を
そ
の
作
者
や
そ
れ
が
書
か
れ
た
時
代
か
ら
切
り
離
し

て
、
今
の
読
者
の
解
釈
し
た
い
よ
う
に
自
由
に
解
釈
し
、
評
価
す
べ
き
と
す
る
考



一
三

え
方
に
直
結
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
一
番
安
易
で
あ
や
う
い
考
え

方
で
さ
え
あ
る
。
む
ろ
ん
小
説
の
生
ま
れ
た
状
況
や
背
景
を
無
視
し
て
、
読
ん
で

い
る
読
者
自
身
の
経
験
や
感
覚
を
優
先
し
て
、
小
説
を
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
る
。

し
か
し
そ
の
よ
う
に
優
先
し
た
読
者
の
感
覚
や
経
験
が
、
一
般
性
を
も
つ
わ
け
で

も
な
け
れ
ば
時
代
を
超
え
て
永
続
す
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
う
し
た
読
み
方
は
、

そ
の
読
者
の
置
か
れ
た
自
ら
の
歴
史
的
な
位
置
か
ら
あ
え
て
目
を
そ
ら
し
た
だ
け

で
あ
っ
て
、
自
由
な
読
書
な
ど
と
は
ほ
ど
遠
い
読
み
方
な
の
だ︶

18
︵

。﹂
と
説
く
。
自

己
の
立
ち
位
置
の
認
識
が
重
要
に
な
る
の
で
あ
る
。

注︵
１
︶
無
藤
隆
﹃
３
法
令
改
訂
︵
定
︶
の
要
点
と
こ
れ
か
ら
の
保
育
﹄

︵
二
〇
一
八
年
・
チ
ャ
イ
ル
ド
本
社
・pp.22

︶

︵
２
︶
前
掲
注
︵
１
︶
無
藤
﹃
３
法
令
改
訂
︵
定
︶
の
要
点
と
こ
れ
か
ら
の
保

育
﹄
︵pp.53

︶

︵
３
︶
諏
訪
茂
樹
﹃
援
助
者
の
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
人
間
関
係
﹄

︵
平
成
七
年
・
建
帛
社
・pp.i

︶

︵
４
︶
古
川
孝
順
﹁
社
会
福
祉
援
助
の
価
値
規
範
︱
︱
社
会
と
個
人
の
交
錯
す
る

と
こ
ろ
﹂
﹃
援
助
す
る
と
い
う
こ
と
﹄
︵
古
川
孝
順
・
岩
崎
晋
也
・
稲
沢

公
一
・
児
島
亜
紀
子
著
、
二
〇
〇
二
年
・
有
斐
閣
・pp.50

︶

︵
５
︶
前
掲
注
︵
４
︶
古
川
﹁
社
会
福
祉
援
助
の
価
値
規
範
﹂
︵pp.46

︶

︵
６
︶
前
掲
注
︵
３
︶
諏
訪
﹃
援
助
者
の
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
人
間

関
係
﹄
︵pp.82-83

︶

︵
７
︶
﹃
源
氏
物
語
﹄
本
文
の
引
用
は
、
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
源

氏
物
語
﹄
①
お
よ
び
②
に
拠
る
。
な
お
、
引
用
す
る
際
に
は
、
末
尾
に
全

集
の
巻
数
・
巻
名
・
掲
載
ペ
ー
ジ
数
を
括
弧
付
き
で
付
す
。
ま
た
、
引
用

文
中
の
傍
線
は
私
に
付
し
た
。

︵
８
︶
三
谷
邦
明
﹃
源
氏
物
語
躾
糸
﹄
︵
一
九
九
一
年
・
有
精
堂
・pp.14-

18

︶
、
山
本
淳
子
﹃
平
安
人
の
心
で
﹁
源
氏
物
語
﹂
を
読
む
﹄

︵
二
〇
一
四
年
・
朝
日
新
聞
出
版
・pp.5-7

︶
。
三
谷
氏
は
、
古
典
常
識

を
ふ
ま
え
れ
ば
、
こ
の
一
文
中
に
四
つ
の
疑
問
と
二
つ
の
想
像
が
生
じ
う

る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

︵
９
︶
前
掲
注
︵
８
︶
三
谷
﹃
源
氏
物
語
躾
糸
﹄
︵pp.20-21

︶

︵
10
︶
Ｗ
・
Ｅ
・
ヒ
ル
の
＂M

y W
ife and M

y M
other-In-Law

＂
で
も
著
明

な
、
一
枚
の
絵
が
若
い
女
性
と
も
老
婆
と
も
見
て
取
れ
る
だ
ま
し
絵
的
な

多
義
図
。

︵
11
︶
福
嶋
昭
治
﹃
﹁
源
氏
物
語
﹂
カ
ル
チ
ャ
ー
講
座
﹄
︵
二
〇
〇
八
年
・
扶
桑

社
・pp.72-73

︶

︵
12
︶
木
村
朗
子
﹃
女
子
大
で
﹃
源
氏
物
語
﹄
を
読
む
﹄
︵
二
〇
一
六
年
・
青
土

社
・pp.217

︶

︵
13
︶
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
源
氏
物
語
﹄
②
四
五
〇
頁
の
頭
注
二

は
本
文
中
の
﹁
知
ろ
し
め
さ
ぬ
に
罪
重
く
て
﹂
の
﹁
罪
﹂
に
つ
い
て
、

﹁
僧
都
が
事
実
を
帝
に
知
ら
せ
ず
、
た
め
に
帝
が
、
源
氏
を
実
の
父
親
で

あ
る
と
知
ら
ず
、
臣
下
と
し
て
放
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
罰
が
帝
に

下
る
に
至
る
。
そ
の
責
任
上
、
僧
都
自
身
が
重
罪
を
得
る
と
の
考
え
。
帝

自
身
の
、
実
父
を
臣
従
さ
せ
る
重
罪
と
解
す
る
説
も
あ
る
。
﹂
と
す
る
。

︵
14
︶
前
掲
注
︵
３
︶
﹃
援
助
者
の
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
人
間
関

係
﹄
︵pp.158-164

︶
お
よ
び
上
村
麻
郁
・
千
葉
弘
明
・
仲
本
美
央
編
著

﹃
保
育
者
養
成
実
習
事
後
学
習
﹄
︵
二
〇
一
二
年
・
大
学
図
書
出
版
・

pp.9-10

︶
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

︵
15
︶
前
掲
注
︵
14
︶
の
上
村
・
千
葉
・
仲
本
﹃
保
育
者
養
成
実
習
事
後
学
習
﹄

︵pp.10

︶

︵
16
︶
前
掲
注
︵
12
︶
木
村
﹃
女
子
大
で
﹃
源
氏
物
語
﹄
を
読
む
﹄
で
は
﹁
こ
の

く
だ
り
に
つ
い
て
、
光
源
氏
は
ペ
ド
フ
ィ
リ
ア
︵paedophilia

︶
、
つ
ま

保
育
者
養
成
に
お
け
る
古
典
文
学
教
材
の
価
値　

髙
野
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り
小
児
性
愛
の
傾
向
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
ロ
リ
コ
ン
だ
と

い
う
ふ
う
に
考
え
る
人
が
い
ま
す
。
で
も
よ
く
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。

源
氏
は
十
二
歳
で
元
服
、
結
婚
し
て
い
ま
す
。
そ
の
時
点
で
、
い
ま
の
年

齢
の
感
覚
と
ま
っ
た
く
違
い
ま
す
よ
ね
。
﹂
︵pp.199

︶
、
﹁
そ
れ
に
、

若
紫
に
惹
か
れ
た
最
大
の
理
由
は
藤
壺
に
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る

の
で
す
か
ら
、
藤
壺
は
源
氏
よ
り
五
歳
年
長
で
す
し
、
そ
れ
を
考
え
て
も

ロ
リ
コ
ン
と
は
言
い
難
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
﹂
︵pp.200

︶
と
述

べ
て
い
る
。

︵
17
︶
吉
海
直
人
﹃
古
典
歳
時
記
﹄
︵
二
〇
一
八
年
・
Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
・

pp.33-34

︶

︵
18
︶
和
田
敦
彦
﹃
読
書
の
歴
史
を
問
う
﹄
︵
二
〇
一
四
年
・
笠
間
書
院
・

pp.227-228

︶
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保育者養成における古典文学教材の価値
― 対人援助職に求められる自己覚知の導入教育 ―
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The value of learning classical literature in the course of training nursery 
teachers and kindergarten teachers
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