
郷
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の
旅
路

|
|
日
本
と
「
西
洋
」
を
往
還
す
る

文
学
的
巡
礼

稲
賀
繁
美

鶴
田
欣
也
さ
ん
に
捧
げ
る
学
会
が
ヴ
ア
ン
ク1ヴ

ァ
l

で
催
さ
れ
る
と
、
初
め
て
耳
に
し
た
の
は
、
南

太
平
洋
、
ポ
リ
ネ
シ
ア
は
タ
ヒ
チ
本
島
パ
ペ

l
テ
に

お
い
て
で
あ
っ
た
。
八
月
末
に
国
際
比
較
文
学
会
の

理
事
会
が
、
同
地
の
フ
ラ
ン
ス
領
ポ
リ
ネ
シ
ア
大
学

で
開
催
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
出
席
さ
れ
て
い
た
菅
原

克
也
さ
ん
か
ら
の
お
知
ら
せ
だ
っ
た
。
帰
国
す
る
や
、

組
織
責
任
者
の
臼5
9
H
H
E
m
V
Rさ
ん
に
連
絡
を
取

り
、
急
逮
参
加
さ
せ
て
裁
く
こ
と
に
し
た
。
題
し
て
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ロ
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-
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Z
d
『
g
t
(
一
九
九

九
年
九
月
十
八
l

十
九
日
。
国
立
立
m
F
C
O
HロE
E
知

大
学
の
4
F
o
U
8
m
w

ユ
B
O
Z
o

同
〉
ω
昨
日
戸
∞z
e
g

お
よ
び
叶
，Z
C
E
o
z
o
乙

3
8
2
0
M
g
g
吋
o
y

の
後
援
)
。

記
録
的
な
猛
暑
の
続
く
日
本
を
後
に
し
て
関
西
空

港
を
夕
刻
に
飛
び
立
つ
と
、
ほ
ど
な
く
飛
行
機
左
側

の
窓
か
ら
は
、
タ
閣
の
雲
海
の
う
え
に
、
富
士
山
の

山
頂
が
小
さ
な
円
錐
と
な
っ
て
望
ま
れ
る
。
太
平
洋

上
空
か
ら
一
目
で
見
下
ろ
せ
る
日
本
列
島
は
、
い
か

に
も
小
さ
い
。
短
い
夜
を
経
た
翌
朝
に
は
、
一
転
し

て
眼
下
に
は
広
大
な
カ
ナ
デ
イ
ア
ン
・
ロ
ッ
キ
ー
が

ど
こ
ま
で
も
続
い
て
い
る
。
狭
い
日
本
を
捨
て
て
、

カ
ナ
ダ
に
終
の
棲
家
を
定
め
た
ケ
ン
・
ツ
ル
タ
の
心

意
気
に
し
ば
し
思
い
を
は
せ
る
。
峨
授
た
る
山
塊
の

麓
は
一
面
に
白
い
平
面
に
覆
わ
れ
、
流
氷
か
と
み
ま

が
う
が
、
機
体
が
高
度
を
落
と
す
に
つ
れ
、
そ
れ
は

低
空
を
包
む
海
洋
性
の
需
の
綿
菓
子
と
判
明
す
る
。

ほ
ど
な
く
機
体
は
、
ヴ
ア
ン
クl
ヴ
ァ
l

に
降
り
立

つ
。
大
学
構
内
の
新
渡
戸
記
念
公
園
の
落
葉
樹
が
、

葉
の
先
端
を
わ
ず
か
に
紅
葉
さ
せ
、
美
し
い
初
秋
の

到
来
を
告
げ
て
い
た
。

学
会
前
日
の
十
七
日
夕
刻
に
は
、
日
本
総
領
事
館

で
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
。
鶴
田
さ
ん
は
体
調
が
許
せ
ば
ご

出
席
と
予
告
さ
れ
て
い
た
が
、
参
加
者
が
歓
談
し
て

い
る
人
垣
の
な
か
に
、
例
の
ひ
ょ
っ
こ
り
、
と
い
っ

た
カ
ジ
ュ
ア
ル
な
雰
囲
気
で
姿
を
現
し
た
。
体
こ
そ

a

ｭ

.

, 

t

-

g
J
r

・

す
っ
か
り
お
痩
せ
に
な
う
て
い
た
が
、
酸
素
ボ
ン
ベ

を
乗
せ
た
キ
ャ
リ
ア
J

を
引
い
て
の
正
装
ぶ
り
は
、

い
か
に
も
サ
マ
に
な
っ
て
い
て
、
照
れ
臭
そ
う
な
笑

顔
は
昨
年
コ
ベ
ン
ハ
l

ゲ
ン
で
お
別
れ
し
た
折
の
鶴

田
さ
ん
と
変
わ
ら
な
い
。
は
る
か
に
悪
い
病
状
を
危

倶
し
て
い
た
当
方
と
し
て
は
、
息
は
切
ら
せ
な
が
ら

も
ご
自
分
の
足
で
す
た
す
た
と
歩
い
て
こ
ら
れ
る
鶴

田
さ
ん
を
見
て
、
正
直
ほ
っ
と
し
た
。
傍
ら
に
は
智

栄
子
夫
人
の
姿
が
あ
っ
て
、
鶴
田
さ
ん
は
こ
れ
が
最
s
q
、

初
と
思
っ
た
の
か
、
わ
ざ
わ
ざ
当
方
に
も
紹
介
さ
れ
t
'

ょ
う
と
す
る
。
一
昨
年
、
京
都
の
日
文
研
で
お
会
い
』

し
ま
し
た
よ
ね
、
と
切
り
返
す
と
、
ち
ょ
っ
ぴ
り
当

惑
し
た
様
子
で
、
怪
誇
そ
う
に
「
そ
う
や
っ
た
か
い

な
」
と
(
関
西
在
住
中
に
仕
込
ん
だ
関
西
弁
で
)
首

を
捻
っ
て
見
せ
る
あ
た
り
も
、
い
つ
も
と
変
わ
ら
な

い
。
腰
を
降
ろ
さ
れ
た
ソ
フ
ァ
ー
の
回
り
に
は
、
旧

友
や
元
学
生
た
ち
が
次
々
に
集
っ
て
、
こ
ぞ
っ
て
話

を
し
よ
う
と
す
る
。
老
齢
の
孤
独
と
は
無
縁
の
そ
の

有
様
を
見
て
、
幸
福
な
名
誉
教
授
の
晴
れ
舞
台
、
と

思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
今
日
あ
る
こ
と
を
感
謝

す
る
鶴
田
さ
ん
の
手
紙
を
代
読
し
た
、
か
つ
て
の
同

僚
問
。
ロ
ロo
p
E

吾
川
百
円
四
さ
ん
は
、
感
極
ま
っ
て

思
わ
ず
声
を
詰
ま
ら
せ
て
い
た
け
れ
ど
、
傍
ら
の
鶴

田
教
授
は
、
座
っ
た
ま
ま
、
落
ち
着
き
払
っ
て
、
そ

れ
に
二
言
三
言
付
け
足
す
。
そ
こ
に
は
、
豪
気
と
い

円ip
h
U
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っ
て
よ
い
風
格
に
加
え
て
、
病
と
の
対
話
の
な
か
か

ら
得
た
、
一
種
の
安
心
立
命
の
よ
う
な
境
地
す
ら
窺

え
て
、
羨
ま
し
く
も
す
が
す
が
し
い
。

翌
朝
か
ら
、
会
議
が
始
ま
る
。
会
場
は
の
・
同
・

の
F
E
回
巳
E
5
m。
窓
の
採
光
を
大
き
く
と
っ
た
快

適
な
建
物
で
、
骨
太
な
廃
材
を
再
利
用
し
た
梁
の
工

夫
な
ど
に
も
、
森
の
国
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン

ビ
ア
な
ら
で
は
の
風
情
が
見
え
る
。
授
業
の
都
合
で

参
加
が
叶
わ
な
か
っ
た
榊
敦
子
氏
か
ら
贈
ら
れ
た
、

心
づ
く
し
の
花
束
が
飾
ら
れ
て
い
る
。
会
場
の
工
面

に
は
、
』
S
F
己
防
冨
o
m
g
d『
さ
ん
の
ご
尽
力
に
も
感

謝
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
官
頭
の
w
ミ
g
z
m
w
島
吋O
m
m

は
平
川
祐
弘
教
授
。
日
本
回
帰
を
拒
ん
だ
越
境
者
と

し
て
の
鶴
田
欣
也
を
、
日
本
の
近
代
知
性
史
の
な
か

に
位
置
付
け
る
系
譜
学
。
『
波
』
七
月
号
で
佐
伯
彰

一
氏
が
、
北
米
に
も
っ
と
も
馴
染
ん
だ
日
本
出
身
の

日
本
文
学
研
究
者
の
三
人
に
数
え
た
ケ
ン
・
ツ
ル
タ

は
、
お
そ
ら
く
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
の
マ
サ

オ
・
ミ
ヨ
シ
ほ
ど
に
は
己
'
ロ
己
記
包
で
は
な
か
っ

た
、
な
ど
と
い
っ
た
き
わ
ど
い
発
言
に
、
会
場
は
し

ば
し
笑
い
に
包
ま
れ
る
。
だ
が
こ
の
カ
ナ
ダ
に
回
帰

し
た
越
境
者
は
、
実
は
生
母
を
早
く
に
失
い
、
西
洋

に
憧
れ
、
日
本
か
ら
の
脱
出
を
夢
見
る
変
身
願
望
の

青
年
だ
っ
た
。
そ
こ
に
は
ツ
ル
タ
が
、
同
様
の
幼
少

を
経
験
し
た
芥
川
龍
之
介
や
川
端
康
成
の
心
理
の
襲

を
余
人
の
追
随
を
許
さ
ぬ
鋭
利
さ
で
解
剖
し
た
秘
密

が
探
ら
れ
る
し
、
張
競
氏
が
『
毎
日
新
聞
』
(
七
月

四
日
)
の
『
越
境
者
が
読
ん
だ
近
代
日
本
文
学
』
へ

の
書
評
で
、
こ
れ
は
著
者
の
変
装
し
た
「
私
小
説

だ
」
と
喝
破
し
た
指
摘
の
適
切
さ
も
倍
ら
れ
る
。
さ

ら
に
、
最
近
自
ら
人
生
に
決
着
を
つ
け
た
江
藤
淳
も

ま
た
継
母
に
育
て
ら
れ
た
幼
児
体
験
を
も
て
ば
こ

そ
、
激
石
の
「
我
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
冒
頭
の

「
名
前
は
ま
だ
な
い
」
に
捨
て
子
の
心
理
を
読
み
解

く
鋭
さ
を
発
揮
し
え
た
。
こ
の
江
頭
淳
夫
と
の
比
較

は
、
鶴
田
家
に
招
か
れ
た
際
に
平
川
氏
が
披
露
し
た

も
の
だ
が
、
こ
れ
に
は
鶴
田
さ
ん
も
驚
い
て
、
「
な

ん
だ
、
オ
レ
と
い
っ
し
ょ
じ
ゃ
ね
え
か
」
な
ど
と
肢

い
て
い
た
。
(
『
文
筆
春
秋
』
一
九
九
九
年
十
一
月
号

参
照
)

港
を
望
む
絶
景
が
窓
か
ら
眼
下
に
広
が
る
鶴
田
家

で
の
深
夜
の
談
笑
は
、
話
題
汲
め
ど
も
尽
き
ず
。
と

り
わ
け
平
川
先
生
と
ツ
ル
タ
さ
ん
と
の
掛
け
合
い
は

絶
品
で
、
互
い
に
揚
げ
足
を
取
り
あ
っ
て
那
撒
し
な

が
ら
も
、
そ
こ
に
は
長
年
に
わ
た
る
知
的
共
働
作
業

の
う
え
に
築
か
れ
た
深
い
相
互
信
頼
の
様
が
お
の
ず

と
浮
か
び
あ
が
る
。
肝
胆
あ
い
照
ら
す
と
は
こ
の
こ

と
か
と
讃
嘆
し
つ
つ
、
さ
な
が
ら
一
幅
の
話
護
と
評

す
べ
き
そ
の
趣
を
す
っ
か
り
堪
能
さ
せ
て
戴
い
た

(
密
度
が
濃
す
ぎ
て
、
そ
の
細
部
は
か
え
っ
て
記
憶

! 
露

露

に
止
め
て
い
な
い
の
が
残
念
だ
が
、
一
服
の
清
談
は

消
え
行
く
に
任
せ
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
暗
み
、
と
も

感
じ
ら
れ
る
)
。
今
度
は
そ
ろ
そ
ろ
墓
の
彼
方
へ
の

越
境
準
備
と
い
う
わ
け
で
、
仏
様
の
頭
に
つ
け
る
被

り
物
を
自
作
し
た
と
こ
ろ
、
第
一
号
はK
K
K

の
三

角
帽
み
た
い
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
ま
た
新
品

を
設
え
た
と
、
あ
い
か
わ
ら
ず
の
変
身
願
望
を
得
意

げ
に
披
露
す
る
ご
主
人
は
、
智
栄
子
夫
人
に
か
ら
か

わ
れ
た
り
、
大
嶋
仁
夫
妻
と
舌
戦
を
繰
り
広
げ
た
り

し
な
が
ら
、
来
客
と
弟
子
筋
の
う
わ
さ
を
交
え
て
余

念
な
く
興
じ
て
い
る
。
自
然
態
の
も
て
な
し
。
寛
ぎ

の
な
か
に
閲
達
さ
を
楽
し
ん
で
い
る
風
情
だ
。
何
よ

り
の
御
馳
走
は
、
昼
間
の
学
会
で
読
ま
れ
た
ペ
イ
パ

l

。
こ
れ
を
ダ
シ
に
し
た
品
定
め
の
様
を
思
い
起
こ

し
つ
つ
、
以
下
略
記
す
る
。

O
O
 

F
h
u
 

第
一
部
は
、
西
洋
知
識
と
日
本
文
学
。
最
古
参
の

弟
子
の
ひ
と
り
問
。
可
g
R
E

の
三
島
論
は
、
由

紀
夫
の
他
国
憧
憶
を
希
服
と
印
度
と
に
分
け
、
奥
野

建
男
が
風
呂
屋
の
ペ
ン
キ
絵
と
酷
評
し
た
神
島
版
ダ

フ
ニ
ス
と
ク
ロ
エ
た
る
『
潮
騒
』
の
太
陽
へ
の
讃
歌

か
ら
、
物
質
の
腐
敗
と
精
神
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
招
く

イ
ン
ド
の
苛
酷
な
太
陽
へ
の
振
幅
の
な
か
で
、
完
壁



な
ギ
リ
シ
ア
的
肉
体
の
仏
教
的
生
ま
れ
替
わ
り
に
賭

け
た
三
島
の
自
刃
を
、
カl
リ

l

女
神
が
要
求
す
る

供
犠
に
重
ね
合
わ
す
。
い
さ
さ
か
図
式
的
な
が
ら

教
育
的
配
慮
あ
る
逸
品
。
冨

2
5
n
F
m
g
m
p

p
包
。
Z
5
8
E
O

は
、
日
本
美
学
の
具
現
と
見

，

ら
れ
る
川
端
康
成
の
新
感
覚
主
義
以
降
の
展
開
を
、

西
洋
新
思
潮
と
東
洋
美
と
の
合
金
あ
る
い
は
合
わ
せ

鏡
と
し
て
跡
づ
け
る
。
康
成
は
美
に
殉
じ
た
虚
言
癖

の
倒
錯
者
で
あ
り
、
『
美
し
い
日
本
の
私
』
は
あ
く

ま
で
作
家
が
思
い
描
い
た
架
空
の
日
本
と
訳
す
べ
き

で
、
「
美
し
い
日
本
と
私
」
と
し
た
サ
ン
デ
ン
ス
テ

ッ
カ
ー
の
英
訳
は
B
E
r
m
E
ロ
m
だ
と
い
う
。
長
々

し
い
マ
ラ
ル
メ
梗
概
よ
り
、
む
し
ろ
「
哀
愁
」
「
山

茶
花
」
「
下
町
の
話
」
「
あ
る
作
家
の
生
涯
」
さ
ら
に

川
端
の
『
聖
書
』
、
「
い
の
ち
の
木
」
と

・い
っ
た
作
品

を
一
層
具
体
的
に
掘
り
下
げ
て
欲
し
か
っ
た
。

続
く
第
二
部
は
英
国
作
家
と
日
本
。
旬
。
『
ロ
【
問
。

C
2
0
F
u
、
の
「
巧ω
-
aと
能
」
は
、
ア
ス
ト
ン
や

ブ
リ
ン
ク
レ
イ
に
は
じ
ま
る
初
期
の
能
作
品
の
英
訳

者
た
ち
が
、
能
を
民
衆
劇
か
そ
れ
と
も
貴
族
階
級
の

娯
楽
と
把
握
し
た
か
の
振
幅
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
、

ウ
ェ
イ
リ
!
と
バ
ウ
ン
ド
、
イ
エ
イ
ツ
の
差
異
を
際

立
た
せ
る
。
受
容
史
に
該
博
な
知
識
を
も
っ
論
者
だ

け
に
、
雅
俗
と
い
う
角
度
に
限
定
し
、
ま
た
フ
ェ
ノ

ロ
サ
ら
の
試
み
を
単
に
紛
い
物
扱
い
じ
た
の
が
か
え

っ
て
貧
血
症
で
、
さ
ら
に
多
角
的
な
問
題
意
識
で
切

り
込
ん
だ
ほ
う
が
お
も
し
ろ
そ
う
だ
。
こ
れ
に
は

『
西
洋
の
夢
幻
能
』
を
最
近
上
梓
し
た
成
恵
卿
氏
か

ら
適
切
な
補
足
が
あ
っ
た
。
大
嶋
仁
は
カ
ズ
オ
・
イ

シ
グ
ロ
の
描
く
主
人
公
た
ち
が
一
貫
し
て
、
価
値
観

の
変
化
の
な
か
で
過
去
の
記
憶
と
の
葛
藤
を
演
じ
る

こ
と
を
指
摘
す
る
。
一
見
日
本
と
は
無
縁
の
戦
後
英

国
を
舞
台
と
し
た
『
日
の
残
り
』
に
描
か
れ
た
、
時

代
遅
れ
の
老
執
事
が
固
執
す
る
「
威
厳
」
な
る
も
の

が
、
主
人
へ
の
服
従
、
我
の
抑
圧
、
価
値
判
断
の
宙

づ
り
な
ど
に
お
い
て
、
実
は
今
や
失
わ
れ
た
戦
前
の

日
本
人
の
価
値
観
に
も
密
か
に
|
|
お
そ
ら
く
は

作
者
自
身
無
意
識
な
底
流
で
|
|
通
ず
る
面
を
宿

し
て
い
る
こ
と
を
説
得
的
に
論
証
し
た
。
イ
シ
グ
ロ

そ
の
人
に
倣
っ
た
か
と
も
思
わ
れ
る
明
快
達
意
の
英

文
と
、
思
い
切
っ
た
断
定
口
調
、
水
際
立
っ
た
質
疑

応
答
ぶ
り
に
舌
を
巻
く
。
今
回
最
高
の
発
表
の
ひ
と

つ
、
と
い
う
大
か
た
の
見
立
て
に
同
意
し
た
い
。

∞
g
m
E
H
E
m
F
2は
k
pロ
問
。
】
仰
の
m
w
Z
2
の
日
本

滞
在
(
一
九
六
九
l

七
二
年
)
に
焦
点
を
当
て
、

ス
ト
ー
リ
ー
テ
ラ

l

と
し
て
の
才
能
と
謙
虚
な
人
柄

と
で
好
感
を
与
え
た
が
、
話
題
が
や
や
流
れ
、
末
尾

は
ち
と
長
す
ぎ
。
文
楽
の
人
形
が
人
形
師
を
殺
害
す

る
話
や
、
賓
客
の
自
分
が
宴
会
の
御
馳
走
だ
と
気
づ

く
プ
ロ
ッ
ト
(
宮
沢
賢
治
の
「
注
文
の
多
い
科
理
店
」

刷

-4
vむ
よ
b
h
vq吋司副
M
1司
M-ーェ
=

ば
り
だ
)
。
こ
う
し
た
支
配
と
被
支
配
と
の
主
客
転

倒
に
は
、
。
ホl
や
ホ
フ
マ
ン
を
引
き
継
ぐ
フ
ァ
ン
タ

ジ
ー
と
、
お
定
ま
り
の
オ
リ
エ
ン
タ
ル
・
エ
ク
ソ
テ

イ
ス
ム
(
盆
栽
は
拷
問
、
入
れ
墨
は
噌
虐
、
な
ど
な

ど
)
に
よ
る
香
り
づ
け
を
越
え
、
服
従
に
よ
る
勝
利

と
い
っ
た
サ
ド
の
教
義
に
も
通
ず
る
教
訓
が
汲
み
取

ら
れ
る
。
さ
ら
に
自
分
こ
そ
が
「
女
の
ピ
ン
カ
ー
ト

ン
」
で
あ
り
「
御
馳
定
」
の
位
置
に
あ
る
こ
と
を
悟

っ
た
彼
女
の
日
本
体
験
は
、
「
他
者
性
体
験
の
試
金

石
」
と
な
り
、
こ
こ
か
ら
男
性
模
倣
と
は
別
個
な
フ

ェ
ミ
ニ
ズ
ム
へ
の
目
覚
め
に
至
る
回
路
が
探
ら
れ

る
。続

く
第
三
部
は
「
国
家
と
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
イ

l

」
勺
。
内
』
『
釦

g
ロ
巴

子
を
中
心
に
、
放
浪
、
浮
浪
、
そ
し
て
女
性
亡
命
の

文
学
タ
イ
ポ
ロ
ジ
l

の
可
能
性
を
示
し
、
∞
ロg
ロ

z
m
w明
弘
知
(
問
。

v
o立
問

m
H
Hロ
に
よ
る
代
読
)
が
大
江

健
三
郎
の
『
飼
育
』
に
お
け
る
他
者
体
験
か
ら
『
燃

え
上
が
る
の
g
o
p

寸
5
0

』
で
の
故
郷
に
お
け
る
治

癒
者
ギ
l

の
形
象
へ
の
遍
歴
を
要
約
。
何
時
も
な
が

ら
、
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
作
家
の
ご
威
光
に
擦
り
寄
っ

た
無
批
判
な
ご
追
従
は
、
優
等
生
ぶ
り
丸
だ
し
で
い

さ
さ
か
陳
腐。

n
w
d
 

戸h
u



一
一
日
目
の
白
眉
は
、
官
頭
を
飾
っ
た
問
。ω
o
m凶

同
町
旦
m
w
の
小
林
秀
雄
論
。
「
故
郷
を
失
っ
た
文
学
」

(
一
九
三
三
年
)
を
犀
利
に
蹄
分
け
し
て
、
も
は
や

不
在
で
し
か
な
い
「
故
郷
」
に
近
代
の
悲
哀
と
し
て

の
歴
史
意
識
を
探
る
。
「
故
郷
」
が
「
故
」
す
な
わ

ち
亡
失
、
死
に
通
じ
る
時
間
意
識
と
、
「
郷
」
す
な

わ
ち

Z
g
o
i
-
-
m
m
o

と
い
う
空
間
を
暗
示
す
る
語

棄
と
の
複
合
か
ら
成
立
し
て
い
る
、
と
い
っ
た
分
析

か
ら
始
め
て
、
ブ
ル
ー
ス
ト
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
を
引
き
寄
せ
つ
つ
小
林
の
沈
黙
の
核
に
迫

る
。
伝
統
を
破
壊
す
る
歴
史
の
な
か
で
、
個
人
は
伝

統
を
発
見
す
べ
く
成
熟
す
る
。
『
成
熟
と
聾
失
』
の

弁
証
は
、
「
日
本
精
神
」
や
「
東
洋
精
神
」
を
拒
絶

す
る
。
ガ
ラ
ス
細
工
の
城
を
思
わ
せ
る
、
鋭
利
だ
が

傷
つ
き
ゃ
す
い
ヒ
ラ
タ
の
分
析
。
そ
の
詳
細
は
、
刊

行
予
定
の
論
文
集
を
ご
覧
戴
く
ほ
か
な
い
。
教
室
で

の
授
業
ぶ
り
も
街
併
と
さ
せ
る
技
巧
派
の
微
細
読
解

は
、
師
匠
・
鶴
田
か
ら
の
伝
授
と
い
う
以
上
に
、
も

は
や
ヒ
ラ
タ
の
お
家
塞
の
域
。
た
だ
し
演
者
の
「
文

学
へ
の
愛
」
を
納
得
さ
せ
る
こ
の
繊
細
な
妻
、
比
較

的
少
数
の
熱
心
な
聴
講
者
に
は
功
を
奏
す
る
も
の

の
、
北
米
お
得
意
の
巨
大
学
会
大
広
間
で
は
、
威
勢

j

i
l
-
-
j
i
p
i
-
-
i
ao
 

よ
い
「
理
論
派
」
大
演
説
の
陰
で
、
ず
い
ぶ
ん
と
損

も
す
る
様
子
。

こ
の
第
四
部
「
ア
ジ
ア
再
発
見
」
で
は
、
つ
い
で

成
恵
卿
と
稲
賀
が
岡
倉
天
心
論
を
闘
わ
せ
た
。
質
疑

応
答
の
∞
F
ω
g
qロ
O
吋
σ
m
E
m
F
の
コ
メ
ン
ト
に
触

発
さ
れ
て
、
こ
ん
な
夢
想
に
導
か
れ
た
。
天
心
が
仮

設
し
た
「
ひ
と
つ
の
ア
ジ
ア
」
理
念
は
、
い
わ
ば
父

殺
し
同
然
に
、
弟
子
世
代
の
滝
精
て
大
村
西
崖
、

伊
東
忠
太
ら
か
ら
忌
避
さ
れ
た
。
こ
の
晩
年
・
没
後

の
挫
折
ゆ
え
に
、
天
心
は
い
わ
ば
「
見
え
ざ
る
媒
介

者
」
(
ジ
ジ
ェ
ク
)
と
化
し
、
そ
れ
が
小
林
秀
雄
の

世
代
に
「
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
症
候
」
と
し
て
不
在
の

故
郷
の
悲
哀
を
植
え
付
け
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
い

か
、
と
。
む
ろ
ん
、
こ
の
故
郷
喪
失
の
分
水
嶺
は
日

露
戦
争
で
あ
り
、
『
茶
の
本
』
は
政
治
か
ら
の
疎
外

と
隠
遁
の
表
明
で
あ
り
、
伊
藤
博
文
の
暗
殺
が
岡
倉

の
時
代
の
終
罵
と
も
呼
応
す
る
。
そ
し
て
「
我
ら
は

ひ
と
つ
」
と
書
か
れ
た
草
稿
が
、
皇
紀
二
千
六
百
年

に
際
し
て
『
東
洋
の
覚
醒
』
と
し
て
蘇
っ
た
の
は
、

ま
さ
に
亡
霊
の
蘇
り
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
。

続
く
第
五
部
「
日
本
再
発
見
」
で
菅
原
克
也
氏
の

論
じ
た
永
井
荷
風
は
、
こ
の
時
代
の
移
行
に
従
っ
て

審
美
家
へ
と
変
節
を
遂
げ
た
知
識
人
の
典
型
だ
が
、

そ
の
一
九
O
八
年
の
帰
国
後
の
嘆
き
が
、
失
わ
れ
た

江
戸
へ
の
郷
愁
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
か
つ
て

の
江
戸
へ
の
感
受
性
を
も
は
や
決
定
的
に
喪
失
し
て

し
ま
っ
た
洋
行
帰
り
の
自
分
自
身
へ
の
疎
外
感
が
複

合
し
て
い
た
こ
と
は
、
何
度
強
調
し
て
も
足
り
な
い

だ
ろ
う
。
季
節
の
移
り
変
わ
り
に
心
変
わ
り
と
物
語

り
の
推
移
と
を
託
す
手
法
は
、
こ
れ
以
降
意
識
的
な

伝
統
主
義
へ
と
様
変
わ
り
し
て
、
川
端
康
成
な
ど
に

受
け
継
が
れ
る
。
荷
風
に
続
く
世
代
の
志
賀
直
哉

『
暗
夜
行
路
』
を
通
じ
て
、
内
『
印
門
戸

iO
件
当
包
W
2

が
一
一
一

0
年
代
に
至
る
「
日
本
回
帰
」
問
題
に
決
着
を
つ
け

た
が
、
や
や
定
型
踏
襲
(
東
部
を
襲
っ
た
記
録
的
ハ

リ
ケ
ー
ン
の
た
め
欠
席
。
代
読
者
名
失
念
)
。

第
六
部
「
ア
メ
リ
カ
の
読
者
に
と
っ
て
の
日
本
」

の
皮
切
り
は
、
昨
年
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
か
ら
日
本

短
編
集
を
編
-
訳
し
て
当
た
り
を
と
っ
た

4
0
品

。
。o
m
m
O
Rア
カ
デ
ミ
ッ
ク
を
嫌
う
元
ヒ
ッ
ピ
I

の

大
男
は
、
用
意
し
て
き
た
ベ
イ
パl
を
読
む
こ
と
は

せ
ず
、
教
壇
に
腰
掛
け
て
の
巧
み
な
談
話
で
聴
衆
を

惹
き
つ
け
る
。
知
床
半
島
の
幼
少
を
背
景
に
東
京
へ

の
出
稼
ぎ
離
散
家
族
を
語
っ
た
と
-
oロ
回
2
4
5

の

作
品
k
P
R弘
、
ミ
同
号
伊
良
ヨ
ぱ
弓
R
F
と
、
〉
ユ
V
E

G
o
-品
。
ロ
の
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
ヨ
芯
ミ
ぬ5
3
3

ミ

k
p
G
R
S
Q
が
そ
の
素
材
。
ゴ
ー
ル
デ
ン
に
よ
る

と
、
八
年
間
か
け
た
執
筆
過
程
で
、
語
り
を
三
人
称

か
ら
一
人
称
に
書
き
直
し
た
の
が
成
功
の
一
因
と

か
、
と
い
っ
た
秘
話
も
差
し
挟
み
、
ま
た
作
中
の
小

ハ
U

ヴ
i



道
具
「
鎧
扉
」
が
そ
の
性
格
の
隠
輪
と
も
な
る
主
人

公
サ
ユ
リ
の
造
形
の
陰
に
、F
仰
向
。
包
吉
国3
5

こ

と
小
泉
八
雲
の
企
図
自
己g
u
uの
よ
う
な
自
己
犠
牲

の
女
性
造
形
が
下
敷
き
と
し
て
隠
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
、
と
い
っ
た
細
部
の
膨
ら
み
も
豊
か
な
発

表
。
つ
づ
く
問
。
ロ
ロE
F
E
o
F

向
島
氏
は
、
長
崎

出
島
生
ま
れ
の
ド
イ
ツ
人
の
父
と
日
本
人
の
母
と
の

あ
い
だ
に
生
ま
れ
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
秘
書
で
劇
作

家
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ス
テ
ィ
l

グ
リ
ッ
ツ
の
協
力

者
、
さ
ら
に
は
映
画
俳
優
と
い
っ
た
多
面
的
な
顔
を

も
っ
∞
R
-
m庄
の
E

出
回
江
田
日
目
と
、
グ
ラ
パl

邸
の
主
だ
っ
た
ト
マ
ス
・
富
三
郎
親
子
を
中
心
に
、

国
境
を
跨
い
だ
人
間
模
様
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
北

米
フ
ォ
ト
・
ピ
ク
ト
リ
ア
リ
ズ
ム
が
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム

の
裏
打
ち
か
ら
成
立
し
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
る

が
、
そ
の
要
に
位
置
し
て
い
た
の
が
、
ホ
ィ
ス
ラ
ー

に
つ
い
て
の
著
作
も
物
し
た
ハ
ル
ト
マ
ン
そ
の
人
だ

っ
た
。

一
一
日
目
に
も
っ
と
も
議
論
を
呼
ん
だ
の
は
、
続
く

萩
原
孝
雄
氏
に
よ
る
挑
発
的
な
鈴
木
大
拙
論
だ
ろ

う
。
ケ
ス
ト
ラ
l

が
仏
教
は
社
会
倫
理
と
は
無
関
係

と
聴
い
て
怒
り
心
頭
に
発
し
た
と
い
う
逸
話
は
(
東

欧
亡
命
者
と
し
て
の
ケ
ス
ト
ラI
の
位
置
、
と
い
う

最
近
洗
い
直
し
の
進
ん
で
い
る
観
点
か
ら
の
考
察
の

必
要
は
さ
て
お
き
)
、
新
渡
戸
稲
造
が
、
宗
教
な
く

し
て
道
徳
な
し
、
と
の
欧
米
人
へ
の
反
発
と
し
て

『
武
士
道
」
を
執
筆
し
た
経
緯
と
か
、
さ
ら
に
は
エ

l

リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム
が
、
弓
矢
が
平
和
に
役
立
つ
筈

が
な
い
と
当
の
大
拙
に
噛
み
付
い
た
、
と
い
っ
た
逸

話
を
も
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
萩
原
氏
の
発
表
か
ら
は

い
さ
さ
か
離
れ
る
が
、
オ
イ
ゲ
ン
・
ヘ
リ
ゲ
ル
の

『
日
本
の
弓
術
』
が
、
神
懸
か
っ
た
阿
波
師
範
の
弓

道
を
翻
訳
を
介
し
て
こ
と
さ
ら
神
秘
化
し
た
経
緯

は
、
最
近
山
田
奨
治
氏
が
説
得
的
に
解
析
し
た
が

(
『
日
本
研
究
』
一
九
九
人
年
)
、
ナ
チ
ズ
ム
の
被
害

者
た
る
フ
ロ
ム
の
こ
う
し
た
神
経
症
的
反
応
を
前
に

し
た
大
拙
は
、
(
そ
う
や
っ
て
怒
り
狂
っ
て
い
る
)

貴
殿
は
何
者
な
る
や
、
と
問
い
返
す
。
烈
火
の
知
く

だ
っ
た
フ
ロ
ム
は
は
っ
と
我
に
返
り
、
翌
日
改
め
て

大
拙
に
教
え
を
請
、
っ
た
と
い
う
。
経
験
主
義
的
な
善

悪
を
越
え
た
次
元
で
(
脱
|
)
論
理
を
構
成
す
る
禅

に
加
担
す
る
立
場
と
、
そ
れ
が
「
啓
蒙
の
弁
証
法
』

(
ホ
ル
ク
ハ
イ
マl
/
ア
ド
ル
ノ
)
の
負
の
遺
産
た

る
「
悪
」
を
見
つ
め
な
い
逃
避
で
あ
る
と
し
て
批
判

す
る
立
場
と
は
、
最
近
ま
つ
こ
う
か
ら
対
立
し
て
い

る
(
持
田
季
未
子
『
希
望
の
倫
理
学
』
は
、
後
者
の

立
場
か
ら
本
覚
思
想
を
批
判
し
た
画
期
的
な
書
物
だ

ろ
う
)
。
近
年
の
北
米
で
の
東
洋
思
想
批
判
者
た
ち

が
、
大
拙
を
中
国
侵
略
肯
定
者
に
仕
立
て
る
た
め
に

テ
ク
ス
ト
を
歪
め
て
翻
訳
し
て
い
る
こ
と
は
萩
原
氏

の
指
摘
の
通
り
と
し
て
も
、
そ
れ
ゆ
え
に
大
拙
や
西

国
幾
多
郎
に
こ
そ
理
が
あ
る
、
と
す
る
の
で
は
議
論

に
飛
躍
が
生
ず
る
だ
ろ
う
。
西
欧
の
啓
蒙
が
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
と
し
て
の
ナ
チ
ズ
ム
を
生
ん
だ
な
ら
ば
、

『
日
本
的
霊
性
』
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
忌
避
す
る
こ

と
で
か
え
っ
て
何
を
許
容
し
、
ま
か
り
通
ら
せ
る
こ

と
に
|
|
消
極
的
に
|
|
加
担
し
た
か
も
問
わ
れ

る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
l

の

場
合
同
様
、
鈴
木
大
拙
個
人
を
糾
弾/
免
罪
す
る
か

否
か
と
は
、
あ
く
ま
で
別
次
元
の
事
柄
だ
。

最
後
の
第
七
部
は
谷
崎
に
お
け
る
伝
統
と
西
洋
。

。
。
3々

己
吉
ロ
が
『
吉
野
葛
』
と
、
そ
の
下
敷
き

の
ひ
と
つ
、
竹
田
出
雲
の
通
称
『
葛
の
葉
』
を
題
材

に
、
信
田
の
森
、
道
行
き
の
場
面
に
収
敬
す
る
、
子

の
も
と
を
去
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
母
狐
の
心
情
を
見
事
な

英
訳
で
歌
い
上
げ
る
。
続
く
冨
広
島

r
s
ほ
ぺ
/
グ

￡
F
0
3
0∞
宮
ロ
ロZ
E
与

一宮
由
民
f
o
g
-
w

と
，

1
4
iw

い
う
魅
力
的
な
題
名
で
谷
崎
晩
年
の
『
癒
癒
老
人
目

記
』
を
論
じ
た
が
、
そ
の
高
密
度
な
な
か
に
も
筆
者

の
実
直
な
性
格
が
覗
く
文
章
の
端
々
に
は
、
あ
る
い

は
師
匠
た
る
鶴
田
さ
ん
へ
の
、
先
回
り
し
た
回
向
か

と
も
窺
わ
れ
る
情
感
が
溢
れ
て
い
た
。

そ
う
し
た
参
加
者
の
心
情
を
素
直
に
吐
露
し
た
の

が
、
閉
会
に
際
し
て
の
問
。
ロ
ロ
巴
『
伺
古Fm
E
'の

ス
ピ
ー
チ
だ
ろ
う
。
ふ
た
り
の
ケ
ン
の
馴
れ
初
め
か
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ら
今
日
に
至
る
ま
で
を
諸
誰
を
込
め
て
物
語
り
、
聴

衆
を
笑
い
の
渦
に
巻
き
込
ん
だ
そ
の
談
話
は
、
「
い

つ
の
日
か
辿
る
道
と
は
知
り
な
が
ら
、
昨
日
今
日
と

は
思
わ
ざ
り
し
を
」
で
結
ば
れ
た
。
あ
る
い
は
間
近

に
迫
っ
て
い
る
や
も
知
れ
ぬ
、
そ
し
て
西
洋
医
学
の

常
識
で
は
そ
う
覚
倍
せ
ざ
る
を
得
ぬ
状
況
を
前
に
し

て
、
ふ
た
り
の
今
生
の
別
れ
を
惜
し
む
絶
唱
だ
っ
た
。

最
後
に
A
Z
2
3
F

同
o
p
-
-
と
欠
席
の
相
手
に

呼
び
か
け
て
思
わ
ず
涙
声
に
な
っ
た
リ
チ
ャ
l

ド
さ

ん
の
、
親
友
へ
の
思
い
は
い
か
ば
か
り
だ
っ
た
こ
と

だ
ろ
う
か
。四

そ
の
鶴
田
さ
ん
の
最
近
の
論
文
集
(
上
述
)
の
副
・

題
に
は
「
境
界
を
つ
く
る
も
の
、
境
界
を
こ
わ
す
も

の
」
と
あ
っ
た
。
境
界
を
壁
と
言
い
換
え
る
と
、
思

い
出
さ
れ
る
光
景
が
あ
る
。
三
年
前
、
京
都
の
日
文

研
に
外
国
人
客
員
教
授
と
し
て
赴
任
す
る
や
、
鶴
田

さ
ん
は
宿
舎
の
自
室
の
壁
の
塗
り
替
え
を
要
求
し

た
。
咽
嵯
に
、
敗
戦
後
進
駐
し
た
米
軍
が
鎌
倉
の
ど

こ
か
の
古
利
の
供
出
を
要
求
し
た
際
に
、
何
百
年
と

経
た
木
の
廊
下
を
ペ
ン
キ
で
塗
り
潰
す
よ
う
に
と
命

じ
た
こ
と
が
脳
裏
を
掠
め
た
。
そ
ん
な
連
想
か
ら
も
、

鶴
田
さ
ん
は
四
十
年
の
滞
在
で
す
っ
か
り
北
米
に
染

「
K

『

E
r
v
レ
r
n
F
L
P
1
7

t
:

こ

五
E、. ま

っ
て
い
る
な
、
と
感
じ
た
。
そ
も
そ
も
ツ
ル
タ
教

授
は
、
日
本
国
で
外
国
人
客
員
教
授
の
待
遇
を
享
受

す
る
た
め
に
、
日
本
国
籍
を
捨
て
た
ば
か
り
だ
っ
た

の
だ
。
だ
が
、
入
居
者
が
替
わ
る
た
び
に
壁
を
塗
り

替
え
る
こ
と
な
ど
皆
目
計
算
に
入
れ
て
い
な
か
っ
た

事
務
当
局
は
大
慌
て
。
壁
面
塗
装
の
責
任
の
所
在
が
、

施
設
管
理
を
す
る
用
度
係
に
あ
る
の
か
、
招
聴
し
た

人
事
課
に
あ
る
の
か
、
客
員
の
世
話
を
す
る
研
究
交

流
課
に
あ
る
の
か
、
予
算
を
掌
握
す
る
会
計
課
に
あ

る
の
か
、
な
に
せ
前
例
が
な
い
も
の
だ
か
ら
皆
目
不

明
。
と
い
う
次
第
で
、
た
か
が
壁
の
塗
り
替
え
ひ
と

つ
の
た
め
に
、
四
名
の
課
長
が
雁
首
を
揃
え
て
鶴
田

部
屋
の
検
証
に
や
っ
て
き
て
、
む
ず
か
し
い
顔
を
し

て
談
合
を
始
め
た
と
い
う
。
加
え
て
こ
の
新
帰
朝
者

先
生
、
そ
う
し
た
事
務
官
の
右
往
左
往
ぶ
り
を
ユ
ー

モ
ラ
ス
に
誇
張
し
て
は
、
「
こ
の
国
は
い
っ
た
い
ど

う
な
っ
と
る
の
か
ね
」
な
ど
と
、
あ
た
り
憎
ら
ぬ
大

音
声
を
食
堂
で
張
り
上
げ
る
も
の
だ
か
ら
、
背
後
の

座
席
で
昼
食
中
の
事
務
官
僚
た
ち
が
、
一
斉
に
首
を

捻
っ
て
振
り
返
り
、
こ
ち
ら
を
院
む
。
当
方
は
冷
や

汗
も
の
で
あ
る
。
ご
本
人
は
竜
宮
城
と
か
お
っ
し
ゃ

っ
て
い
た
研
究
セ
ン
タ
ー
の
初
日
、
実
は
毎
日
こ
ん

な
調
子
で
、
実
質
上
の
カ
ウ
ン
タ
ー
・
パ
l

ト
と
し

て
は
、
正
直
随
分
気
苦
労
し
た
の
だ
。
官
僚
国
家
、

∞
可
。
仲
間
宮
内

H
2
w
Z
∞
。
丘
巴
可
日
本
を
理
解
す
る
た め

の
手
助
け
と
し
て
、
宮
本
政
於
『
お
役
所
の
旋
」

そ
の
ほ
か
を
お
見
せ
し
て
、
読
後
感
を
伺
い
な
が
ら

飽
き
ず
談
笑
し
た
の
も
楽
し
い
思
い
出
だ
。

だ
が
そ
の
鶴
田
さ
ん
は
、
結
局
日
本
と
い
う
拘
束

衣
は
纏
わ
ず
に
、
ま
た
ど
こ
ぞ
で
次
な
る
波
乗
り
だ

か
壁
の
塗
り
直
し
だ
か
を
始
め
る
気
配
で
あ
る
。
テ

ツ
ド
・
グ
l

セ
ン
も
言
う
よ
う
に
、
鶴
田
さ
ん
と
い

う
越
境
す
る
存
在
か
ら
、
我
々
は
ま
だ
ま
だ
い
ろ
い

ろ
な
こ
と
を
学
び
続
け
る
巡
り
合
わ
せ
に
な
り
そ
う

で
あ
る
。

(
*
諸
般
の
事
情
で
、
会
議
後
一
ヶ
月
以
上
を
経
て
の
執
筆

と
な
っ
た
。
当
日
の
ノ
l

ト
に
不
備
も
多
く
、
加
え
て
中

年
性
「
忘
却
力
」
の
効
能
も
あ
っ
て
、
細
部
に
意
の
尽
く

せ
な
い
点
の
多
々
残
る
こ
と
を
遺
憾
と
し
、
併
せ
て
読
者

の
ご
海
容
を
願
う
。
な
お
、
鶴
田
欣
也
の
闘
病
に
は
擦
と

し
た
気
概
が
あ
っ
て
、
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
の
『
老
人
と
海
』

の
カ
ジ
キ
と
老
漁
師
と
の
網
引
き
に
つ
い
て
の
自
ら
の
分

析
を
も
努
髭
と
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
。
)
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