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平
素
は

現
代
教
育

研
究
協
会

の
様

々
な

活
動

に
ご

理
解
ヒ
ご

協
力
を
頂

き
、
誠

に

あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
．

平
成

二
十
九
年
度
は
、
協
会

に
と
，，

ま
し
て
大
き
な
転
換

の
年

で
あ
り
ま
し

た
ι　
一
つ
に
は
、
協
会

に
対
し
ま
し
て

大
変
お
世
話
に
な

っ
た
三
人

の
方

々
が

お
亡
く
な
り
に
な

っ
た
こ
と

で
す
、́
七

月
に
は
、
日
帰
り
研
修
や

一
泊
研
修

で

△
ム

長

お
世
話
に
な

っ
た
東
山
観
光
社

の
関
社

長
、
七
月
末

に
は
長
年
一段
間
を
お
勤
め

い
た
だ
き
、
イ

ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ア

カ
デ
ミ
ー
を
主
宰
す
る
な
ど
幅
広

い
ご

活

躍
を

さ
れ

て
こ
ら
れ
た
旅
館

「
銀

閣

一
の
森
社
長
、
さ
ら
に
今
年
三
月
に

は
西
本
顧
間
が
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま

し
た

．
大
変
残
念
で
な
―，
ま
せ
ん
、́
こ

れ
ま
で
協
会
が
お
世
話

に
な

っ
た
こ
と

を
振
り
返
り
感
謝
申
し
上
げ
る
と
と
も

に
、
お
三
人

の
ご
冥
福
を
心
か
ら
お
析

り
中
し
上
げ
ま
す
、́

今

一
つ
は
、
こ
う
し
た
関
係

の
方

々

が

お
亡
く
な
―り
に
な

っ
た

こ
と

に
加

え
、
こ
の
度
、
長
年

に
わ
た
り
事
務
所

や
研
修
会
場
や
更
に
は
懇
親
会
の
会
場

と
し
て
様
々
な
形
で
ご
無
理
を
お
願
い

し
、
お
世
話
に
な

っ
て
き
た
旅
館

一銀

閣

一
が
諸
般
の
事
情
で
来
年
度
か
ら
お

借
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

っ
た
こ

と
で
す
．
こ
れ
ま
で
森
社
長
の
ご
厚
意

で
大
変
便
宜
を
図

っ
て
頂
き
、
協
会
と

し
て
会
場
探
し
な
ど
の
仕
事
は
ほ
と
ん

ぃ
ｒ
し

，な
′ヽ
イト
ξ
）卜よ
い
レ
一い
つヽ
ヱル
くヽ
立
小
フ一

こ
と
が
で
き
ま
し
た
．
ま
こ
と
に
あ
り

が
た
か

っ
た
と
感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ

ぱ
い
で
す
´

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
協
会
が
こ

れ
か
ら
も
存
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

か
ど
う
か
と
い
ら
／非
常
に
厳
し
い
選
択

に
泊
一ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
．
昨

年
末
か
ら
緊
急
の
理
事
会
や
役
員
会
を

何
受
も
開
催
し
、
次
の
四
案
に
つ
い
て

い
ろ
い
ろ
な
観
点
か
ら
検
討
を
進
め
て

，さ
二
よ
―
）■
′）
．

■
案
　
ヽ
」れ
ま
で
通
り
の
活
動
を
継

は枕
ユ，
フ一

，
一案
　
事
業
を
縮
小
し
て
継
続
す
る

〓
案
　
活
動
を

一
時
休
止
す
る

！
案
　
協
会
を
解
散
す
る

こ
れ
ま
で
の
協
会
の
歴
史
を
大
切
に

し
、
何
よ
り
も
会
員
の
皆
様
の
ご
期
待

に
沿
え
る
こ
と
を
第

一
に
考
え
て
ま
い

り
ま
し
た
　
幸

い
、
協
会
の
活
動
に
も

ご
理
解
の
あ
る
方
に
ご
無
理
を
お
願
い

し
て
他
団
体
と
の
日
程
調
整
は
必
要
な

も
の
の
、
部
屋
を
お
借
り
す
る
こ
と
が

で
き
、
継
続
的
に
事
務
所
や
理
事
会
の

開
催
場
所
を
何
と
か
確
保
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
し
理
事
会
で
協
議
の
結
果
、

当
分
の
間
こ
れ
ま
で
よ
―，
も
研
修
会
の

開
催
を
二

回
少
な
く
し
て
年
三
回
と

し
、
研
修
会
場
は
公
共
の
施
設
を
借
り

る
よ
う
に
し
、
ま
た
懇
親
会
場
も
そ
の

都
度
確
保
す
る
と
い
う
こ
と
に
し
、
次

の
よ
う
な
形
で
継
続
し
て
活
動
し
て
い

く
こ
と
を
決
定
し
ま
し
た
＾

１
　
研
修
会
を
年
三
回
と
す
る
．
（五

月
は
総
会
を
兼
ね
る
〓
八
月
、

一
月
は
懇
親
会
も
開
催
）
日
帰

り
研
修
は
来
年
度
は
見
送
る
、．

り
】

研
修
会
場
や
懇
親
会
場
は
で
き

る
だ
け
公
共
施
設
を
利
用
す
る
３

３
　
年
会
費
は
六
千
円
か
ら
五
千
円

に
減
額
す
る
．

４
　
可
能
な
限
り
経
費
の
節
減
に
努

め
る

・Ｄ
　
今
後
五
年
を
め
ど
に
協
会
の
あ

り
方
を
見
直
す
．

五
月
の
総
会
で
は
以
上
の
内
容
を
皆

様
に
お
諮
り
し
、
安
定
的
に
活
動
が

継
続
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ユ
たヽ
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
．
会
員
の
皆
様
方
に

お
か
れ
ま
し
て
は
こ
う
し
た
事
情
を
ご

賢
察
の
上
、
こ
れ
ま
で
に
も
ま
し
て
協

会
の
運
営
、
活
動
に
ご
理
解
、
ご
協
力

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま

す
こ
こ
の
よ
う
な
形
で
こ
れ
ま
で
四
十

数
年
に
わ
た
り
森
藤
古
先
生
の
教
育
に

寄
せ
る
強
い
思
い
を
も
と
に
協
会
が
歩

ん
で
き
た
道
を
開
ざ
す
こ
と
な
く
、
こ

れ
か
ら
も
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
´
会
員
の
皆

様
の
協
会
に
対
す
る
熱

い
思
い
や
期
待

に
応
え
る
べ
く
こ
れ
か
ら
も
よ
り
良

い

形
を
目
指
し
て
ま
い
り
ま
す
）

ま
た
、
私
た
ち
の
協
会
と
同
様
な
活

動
を
展
開
し
て
お
ら
れ
る
教
育
に
関

係
す
る
研
究
団
体
と
相
互
の
研
修
会
に

参
加
で
き
る
よ
う
な
緩
や
か
な
連
携
を

図
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
考
え
、
調
整

を
行

っ
て
い
ま
す
´
こ
の
ヽ
ア
一で
協
会

と
し
て
の
活
動
に
よ
り
幅
と
奥
行
き
が

で
き
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
〓
総
会
で
具
体
的
な
提
案
を
行

い
ご

賛
同
い
た
だ
け
る
よ
う
に
し
て
ま
い
り

ま
す
卜́

し
ば
ら
く
の
間
は
会
員
の
皆
様
方
に

は
ご
不
便
を
お
か
け
す
る
こ
と

に
な

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
理
事
会
を
中

心
に
し
て
精

一
杯
充
実
し
た
内
容
で
活

動
が
出
来
る
よ
う
努
力
し
て
ま

い
り
ま

す
の
で
、
皆
様
方
か
ら
も
忌
憚
の
な
い

ご
意
見
を
賜
る
と
と
も
に
、
温
か
く
見

守

っ
て
い
た
だ
き
、
一
緒
に
な

っ
て
「，現

代
教
育
研
究
協
会
」
が
会
員
に
と

っ
て

よ
り
身
近
な
学
習
の
場
と
し
て
、
新
た

な
ス
テ
ー
ジ
で
継
続
し
て
活
動
し
て
い

く
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
ご
支
援
く
だ

さ
る
こ
と
を
お
願
い
中
し
上
げ
ま
す
．

梶
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健
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平成 30年 5月 1日
，

“育教

平
成
二
十
九
年
度
の
第

一
回
講
演
会

は
、
現
在
京
都
市
教
育
委
員
会
指
導
部

長
の
佐
藤
卓
也
先
生
を
お
迎
え
し
、
表

記

の
演
題
で
ご
講
演
を
お
願

い
し
ま

し
た
こ
協
会
の
活
動
の
柱
に
は
教
育
が

あ
り
、
学
校
教
育
の
現
状
や
課
題
を
学

ぶ
と
い
う
こ
と
も
重
要
で
あ
る
と
、
毎

年
の
講
演
や
研
修
活
動
に
位
置
付
け
て

お
り
ま
す
〓
佐
藤
卓
也
先
生
は
、
昭
和

五
十
八
年
に
京
都
市
立
中
学
校
の
教
員

と
し
て
採
用
さ
れ
た
後
、
平
成
十
七
年

に
は
久
世
中
学
校
教
頭
、
二
十
二
年
に

事
同
島
中
学
校
校
長
と
豊
富
な
学
校
現

場
を
経
験
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
間
に
も

教
育
委
員
会
各
課
の
指
導
主
事
等
を
歴

京
都
市
教
育
委
員
会
　
指
導
部
長

佐
　
一謄
　
卓
　
也

氏

任
さ
れ
平
成
二
十
八
年
に
は
学
校
指
導

課
長
、
そ
し
て
現
在
は
指
導
部
長
と
し

て
京
都
市
教
育
の
第

一
線
に
立
た
れ
て

お
り
ま
す

）
そ
し
て
、
現
在
は
文
部
科

学
省
よ
り
新
し
い
学
習
指
導
要
領
が
告

示
さ
れ
、
今
後
、
幼
小
中
高
と
先
行
実

施
を
含
め
順
次
実
施
を
迎
え
て
ゆ
く
時

期
で
も
あ
り
ま
す
。

豊
富
な
ご
経
験
を
も
と
に
し
た
講
演

の
冒
頭
の
部
分
を
中
心
に
し
て
、
先
生

の
意
に
そ
ぐ
わ
な
い
点
も
多
々
あ
る
か

と
思
い
ま
す
が
、
ご
報
告
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す

）

新
し
い
学
習
指
導
要
領

多
く
の
先
輩
方
の
前
で
お
話
す
る
こ

と
に
大
変
緊
張
し
て
お
り
ま
す
が
、
限

ら
れ
た
時
間
の
中
で
前
半
は
新
し
い
学

習
指
導
要
領
、
後
半
は
京
都
市

の
教

育
に
つ
い
て
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す

．学
習
指
導
要
領
の
改
訂
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
で
す
が
、
二
十
九
年
度
は
新
し
い
学

習
指
導
要
領
の
周
知
徹
底
を
図
る
時
期

で
あ
り
、
小
学
校
は
三
十
二
年
度
か
ら

全
面
実
施
の
予
定
で
す
の
で
来
年
か
ら

先
行
実
施
、
三
十

一
年
度
に
教
科
書
採

択
の
予
定
で
す
こ
た
だ
道
徳
に
つ
い
て

は
今
年
が
道
徳
科
の
教
科
書
の
採
択
に

な

っ
て
お
り
、
三
十
年
か
ら
全
面
実
施

さ
れ
ま
す
´
皆
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
が
、

生
ま
れ
て
初
め
て
道
徳
の
教
科
書
と
い

う
も
の
を
手
に
と
り
ま
し
た
、
道
徳
の

教
科
書
に
は
八
社
が
手
を
あ
げ
ま
し

た
．
中
学
校
の
道
徳
科
は
ど
う
な
る
か

と

い
う
と
、

一
年
遅
れ
で
来
年
教
科
書

の
採
択
、
再
来
年
か
ら
授
業
開
始
と
な

り
ま
す
〓
今
、
道
徳
科
の
話
を
し
ま
し

た
が
、
道
徳
以
外
の
本
体
部
分
に
つ
い

て
は
幼
稚
園
は
来
年
度
か
ら
、
小
学
校

は
前
述
し
ま
し
た
が
三
十
二
年
度
、
中

学
校
は
三
十
三
年
度
か
ら
、
高
等
学
校

は
三
十
四
年
度
か
ら
年
次
進
行
で
実
施

と
い
う
予
定
で
す
〓

改
訂
の
ね
ら
い

改
訂
は
十
年
に

一
度
で
す
の
で
話
題

に
も
な
る
の
で
す
が
、
ム
７
国
の
改
訂
は
、

今
ま
で
に
な
い
改
訂
で
あ
る
と
文
科
省

は
い
っ
て
い
ま
す
．
普
通
文
科
省
か
ら

中
央
教
育
審
議
会
に
諮
問
し
中
教
審
が

大
枠
を
ま
と
め
て
各
教
科
の
部
会

へ
と

い
う
流
れ
な
の
で
す
が
、
今
回
は
特
別

な
部
会
が
そ
の
間
に
存
在
し
、
キ
ー
と

な
る
言
葉
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ

と
か
開
か
れ
た
教
育
課
程
と
い
う
よ
う

な
言
葉
を
マ
ス
コ
ミ
に
発
信
さ
れ
ま
し

た
，
中
教
審
は
、
一
一千
三
十
年
の
社
会
、

即
ち
今
回
の
学
習
指
導
要
領
で
実
施
さ

れ
た
教
育
の
十
年
後
が
ど
の
よ
う
な
社

会
に
な

っ
て
い
る
の
か
、
日
本
は
、
そ

しヽ
て
喜営
介
は
、
レ
一
い
ら
′ヽ
」と
で
、　
そ
の

時
の
社
会
に
通
用
す
る
教
育
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
で
す
´
未
来

の
社
会
で
は
人
工
知
能
が
進
化
し
て
、

人
間
が
活
躍
で
き
る
職
業
が
な
く
な
る

の
で
は
な
い
か
つ
　

今
、
学
校
で
教
え

て
い
る
こ
と
が
通
用
し
な
く
な
る
の
で

は
な
い
か
つ
　
レ
一い
う
ヽ
ア
一も
併
せ
て

≠
ギ
え
わヽ
れ
１
／．シ
一
い
つヽ
ヽ
）シ
ニ
ヽ
一，
´

さ
て
、
日
本

の
現
状
は
ど
う

で
し
ょ

う

か
？
　
か

つ
て
は

一
人
当

た
り

の

Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
世
界
第

二
位

で
し
た
が
現
在

（
二
十
十

二
年
）
で
は
世
界
十
位

で
す
ｃ

子
ど
も
た
ち

の
未
来

に
つ
い
て
も
、
欧

米

の
学
者

の
な
か
に
は
、
二
千
三
十
年

に
は
現
在
あ

る
職
業

の
多

く

が
無

く

ムは
っ
一く
い
一く
、　
ム
フ
」は
七年
十
圧
―
）
イ
ヽ
い
らな
い

職
業
に
多
く

の
子
ど
も
た
ち
が
就
く
こ

と

に
な

る
と

い
う
学
者

の
予
測
も

あ

り
ま
す

．
し
か
し
、
悲
観
を
し
て
い
る

の
で
は
な
く

て
、
情
報
化
、
グ

ロ
ー
バ

ル
化
が
進
む
中
で
、
子
ど
も
た
ち
が
未

来

の
創
り
手

で
あ
る
た
め
の
必
要
な
資

質
、
能
力
を
一育

て
て
い
か
ね
ば
な
ら
な

い
，
そ
う

い
う

こ
と
を
考
え
た
日
本

の

教
育

の
未
来
像
を
・示
し
た
と

い
う

こ
と

で
す

．
前
回
の
改
訂
で
は

一
生
き
る
力
」

と

い
う
言
葉
が
ク

ロ
ー
ズ

ア
ッ
フ
さ
れ

ま
し
た
＾
今
回
は
生
き
る
力
を
学
校
全

体

の
中
で
ど
う
や

っ
て
子
ど
も
た
ち
に

つ
［げ

て́
い
ヽ
）ヽ
「／ル
一
い
つヽ
ヽ
）シ
一́
ヽ
す
′́
´

（　
…
こ
の
あ
と
、
今

回

の
学
習
指

導
要
領
は
こ
の
二
月
に
発
表
さ
れ
た
ば

か
り
で
あ
る
が
、
中
教
審

の
答
申
な
ど

か
ら
考
え
ら
れ
る
、
今
ま
で
の
指
導
要

領

に
比

べ
て
大
き
く
変
化
し
た
点
、
あ

る

い
は
あ
ら
た
に
取
り
あ
げ
ら
れ
た
重

要
な
視
点
な
ど

の
具
体
的
な
例
、
一
よ

り
良

い
社
会
を
作
る

〓
資
質
能
力
Ｌ

ア

ク
テ
ィ
ブ
　
ラ
ー

ニ
ン
グ

一
を
と
り
あ

げ
て
の
熱
心
な
説
明
が

つ
づ
く
　
　
）

学
習
指
導
要
領
と
は
何
か
？

そ
も
そ
も
学
習
指
導
要
領
と
は

一
体

何
か
と

い
う
こ
と

で
す
が
、
各
学
校
が

教
育
課
程
を
一編
成
す
る
た
め
の
基
準
で

あ
る
と

い
う
こ
と
を
頭
に
入
れ
て
く
だ

さ

い
＾
今
ま

で
ど

の
小
学
校

で
あ
れ
、

中
学
校
で
あ
れ
殆
ん
ど
同
じ
よ
う
な
教

育
課
程
、
時
間
割

の
編
成

で
あ

っ
た
が
、

今
回
は

一
歩
進
ん
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学

校
が
地
域

の
特
性
や
子
ど
も

の
実
態

に

応

じ
た
教

育

課
程
を
考

え

て

い
き
ま

し

よ

つヽ
シ
一
い

つヽ
こ
レ
）に
卜
た
い
っ
て

い
る
＾́

時
間
割
で
国
語
が
何
時
間
と

い
う
よ
う

な

こ
と

は
決
ま

っ
て

い
る
か

ら
そ

こ

は
触
れ
な

い
け
れ
ど
、
子
ど
も
た
ち

の

資
質
能
力

の
育
成
や
学
校
教
育
目
標
を

も

っ
と
前
面

に
出
し
て
、
目
分
達

の
学

校
で
は
ど
ん
な
子
ど
も
た
ち
を
育

て
て

い
く
の
か
を
、
改
め
て
高
く
掲
げ
て
教

育
課
程
を
組
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
と

い

う
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
．
カ
リ
キ

ュ

ラ
ム
　

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と

い
う

こ
と
で

す
〓（　

　
こ
の
あ

た
り
か
ら
、
今

回
改

訂
さ
れ
た
学
習
指
導
要
領

の
内
容

に
つ

い
イ、
資
料
や
ス
ク
リ
ー
ン
を
葎
榛

Ｆ
改

訂

の
方
向
性
と
し
て
、
何
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
か
、
何
を
ど

の
よ
う
に
学
ぶ

か
」
で

）
れ
か
ら

の
教
育
課
程

の
理
念

と
‐夕
に
、
社
会

に
開
か
れ
た
教
育
課
程

一

「
育
成
す

べ
き
資
質

・
能
力

の
三

つ
の

柱
」
「
主
体
的
　
対
話
的

で
深

い
学
び

の
実
現
、
ア
ク
テ
ィ
ブ

・
ラ
ー

ニ
ン
グ

の
視
点

か
ら

の
授
業
改
善

に

つ
い
て
」

と
や
や
専
門
的
な
内
容
を
分
か
り
や
す

い
表
現
、
事
例
を
あ
げ
な
が
ら
の
ご
説

明
が

つ
づ
く
　
‥
）

‐
新
し

い
学
習
指
導
要
領

に
つ
い

て
、
ど

こ
が
ど
ム
ノ
変

わ
り
、

そ

の
こ

と
が
子
ど
も
た
ち

の
育
成
に
ど
う
反
映

，
レ、
改
善
さ
れ
て
い
く

の
か
に
つ
い
て
、

先
生

の
熱
心
な
お
話
が
続

い
て

い
き
、

後
半

の
京
都
市

の
教
育
改
革

へ
と

つ
づ

い
て
い
き
ま
す

．
紙
数

に
限
度
が
あ
り

ご
講
演

の
内
容
を
お
伝
え

で
き
ま
せ
ん

が
、
先
生

の
丁
寧
な
お
話
に
盛
大
な
拍

手
が
送
ら
れ
ま
し
た

，

京
都
市
の
教
育
と
新
し
い
学
習
指
導
要
領
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生
け
花

に
見
る
自
然
観

第
二
日
の
講
演
会
は
、
池
坊
短
期
大

学
教
授
の
上
屋
郁
剛
先
生
を
お
拓
き
し

ま
し
た
．
先
生
は
華
道
家
元
池
坊
免
許

一華
督

」、
立
花
蘊
奥
相
伝
で
あ
ら
れ
、

国
内
に
限
ら
ず
、
海
外
に
お
い
て
も
、

生
け
花
の
作
品
発
表
、
指
導
に
日
々
あ

た

っ
て
お
ら
れ
ま
す

．
ま
た
ご
講
演
の

時
期
は
、
映
画

「花
戦
さ
」
が
丁
度
公

開
さ
れ
て
い
る
時
期
で
も
あ
り
、
映
画

を
鑑
賞
し
て
か
ら
講
演
を
聞
く
と
い
う

会
員
も
多
く
、
講
演
会
も
大
い
に
盛
り

上
が
り
ま
し
た
３

池
坊
生
け
ば
な
の
歴
史
や
、
素
晴
ら

し
さ
、
生
け
ば
な
存
二

け
る
こ
と
の
意

義
や
そ
の
見
か
た
等
々
、
ス
ク
リ
ー
ン

に
映
し
出
さ
れ
た
映
像
を
参
考
に
し
な

が
ら
の
お
話
で
し
た
の
で
、
文
字
だ
け

で
講
演
の
内
容
を
伝
え
る
に
は
無
理
が

あ
り
ま
す
が
、
ご
講
演
の
冒
頭
の
部
分

を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

池
坊
短
期
大
学
教
授

土

屋

郁

剛

氏

は
じ
め
に

今
日
ご
参
加

の
男
性

の
皆
様
方

の
中

で
、
生
け
花
を

い
け
た
こ
と
が
あ
る
と

い
う
方
は
殆
ん
ど
お
ら
れ
な

い
と
思

い

ま
す

．
華
道
は
も
と
も
と
男
性
社
会

の

も

の
で
し
た
が
、
今
か
ら
百
数
十
年
前
、

明
治

二
十
何
年
か
に
京
都
女
学
校
の
講

師

に
池
坊

の
御
家
元
が
任
命
さ
れ
、
婦

女
子

の
教
育

の

一
環
と
し
て
正
式
な
科

日
と
な
り
御
家
元
が
直

々
に
教
え
ら
れ

ま
し
た
．．
そ
し
て
こ
の
こ
レ
一を
全
国
に

広

め
て

い
こ
う
と

い
う

こ
と

に
な
り
、

女
子

の
た
し
な
み
、
良
妻
賢
母

の

一
環

と

し
て
の
生
け
花
が
広
が

っ
て
い
き
、

華
道
は
女
性

の
も

の
と
な

り
ま
し
た
．

今
日
は
生
け
花

の
今
に
至
る
ま
で
の
過

程
と
生
け
花
と
は
ど
う

い
う
も

の
か
を

知

っ
て

い
た
だ
く
機
会

に
な
れ
ば
と

思

っ
て
ヽ
い
幸
卑
た

池
坊
の
名
の
由
来

池
坊
は
華
道
家
元
で
す
〓
華
道
家
元

と
は
華
道
全
部

の
と

い
う
意
味

で
す
〓

そ
う
名
乗
れ
る
の
は
池
坊
だ
け

の
こ
と

で
す
〓

〓
）
こ
か
ら
映
像
を

ス
ク
リ
ー

ン
に
映
し
な
が
ら
、
お
話
が
始
ま
―，
ま

す
ヽ

一
」
れ
は
、
皆
さ
ん
ご
承
知

の
六

角
堂

で
す
，

い
け
ば
な
発
祥

の
地
と
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
正
式
な
名
称
は
紫
雲

山
頂
法
寺
と

い
い
、
西
暦
五
百
八
十
七

年
、
四
天
王
寺
建
立

の
た
め
の
用
材
を

求
め
て
山
城

の
地
を
訪
れ
た
聖
徳
太
子

が
霊
夢

に
よ

っ
て
六
角
形

の
御
堂
を
建

て
、
自
ら
の
護
持
仏
で
あ
る
如
意
輪
観

音
像
を
安
置
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す

．
六
角
堂

（本
堂
）
の
北
側
に
は
美

し

い
池
が
あ
り
、
聖
薇

太
子
が
沐
浴
し

た
池

の
跡
と
伝
え
ら
れ
る
と

こ
ろ
で
、

そ

の
池

の
ほ
と

り

に
あ

っ
た
僧
坊

が

「
池
坊

一
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
り
ま

し
た
〓
聖
徳
太
子
に
仕
え
て
い
た
小
野

妹
子
が
出
家
し
て
専
務
と
名
乗

つ
、
池

坊

の
道
祖
と
な

っ
た
と
、
歴
史
的
検
証

は
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
寺
伝

に
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
´

室
町
時
代
、
Ｌハ
魚
．堂

の
執
行

Ｆ
工
ヽ
１

う

）
レ
ド
ニ
主
一ヽ
の
生
裳
竹
キ
・綱
一
っ
て
い
一
ヽ

池
坊
は
、
毎
日
本
堂

に
あ
る
如
意
輪
観

工音
に
花
を
手
向

け

る
仕
事

を

し

て

い

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
．
そ
し
て
専

慶

・
専
応
ら
が
生
け
花

の
成
立
期

に
大

き
な
活
躍
を
見
せ
、
華
道
家
元

の
地
位

を
確
立
し
て
い
き
ま
し
た
じ
執
行
は
現

在

の
住
職

に
あ
た
り
、
家
元
と
と
も

に

代

々
池
坊
が
務
め
て
い
ま
す
´
池
坊

の

歴
史

で
最
初
に
出
て
く
る
の
が
専
奏

で

す
（
東
福
寺

に
伝
わ
る
文
書

に
今
か
ら

五
百
五
十
五
年
前
、
専
慶
が
近
辺
に
数

十
種

の
伎
を
立
て
、
町
衆
が
こ
ぞ

っ
て

見

に
来
た
と

い
う
も

の
が
あ
り
ま
す
＾

池
坊
で
は
今
年
が
五
百
五
十
五
年

の
節

口国
に
あ
一
午
る
シ
一
い

つヽ
，
一ル
ニ
主
咲
面
］
軍
化

戦
さ
」
を
製
作
し
た
次
第
で
す
．

立
花

（
り

っ
か
）
の
起
こ
り

生
け
花
が
起

こ
る
前
、
花
を
生
け
る

と

い
う
習
慣
は

一
般
に
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
，
切
り
花
を
家

の
中
に
持
ち
込

み
観
賞
す
る
と

い
ら
′
行
為
が
生
ま
れ
た

の
は
鎌
倉
時
代
以
降
と

い
わ
れ
て
い
ま

す
　
そ
れ
ま
で
は
軒
先
に
胎
の
よ
う
な

形
の
器
を
吊
る
し
た
り
、
庭
先
に
今
で

い
う
盆
栽
や
盆
景
と
い
わ
れ
る
も
う

一

つ
の
自
然
を
作

っ
た
り
と
い
う
よ
う
な

こ
と
は
あ

っ
ト
ン

うヽ
で
す
＾
仏
教
伝
来

と
と
も
に
花
を
手
向
け
る
習
慣
が
入

っ

て
き
て
、
日
本
古
来
か
ら
の
自
然
に
対

す
る
畏
怖
、
尊
敬
の
念
と
が

一
体
化
し

て
い
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
）
そ
の

名
残
り
と
も
思
わ
れ
る
も
の
が
諏
訪
大

社
の
御
柱
祭
な
ど
に
み
ら
れ
ま
す

．
柱

を
立
て
る
と
い
う
こ
と
で
は
祇
園
祭
の

山
鉾
に
も
柱
が
立

っ
て
い
ま
す
〓
七
タ

の
時
に
笹
を
立
て
る
、
お
正
月
に
門
松

を
立
て
る
と

い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
．

立
て
る
、
高

い
も

の
、
大
き

い
も

の
、

時
間
の
経
過
が
人
の
命
を
越
え
て
あ
る

も
の
、
そ
う
い
っ
た
も
の
に
人
は
心
を

寄
せ
、
憧
れ
る
．
仏
教
が
日
本
に
入

っ

て
来
た
時
は
、
仏
の
供
養
と
し
て
は
花

を
ま
き
散
ら
す
散
華

（さ
ん
げ
）
と
い

う
よ
う
な
こ
と
で
あ
り
、
花
を
立
て
る

と
い
う
習
慣
は
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
　
・・
‥
半
隻
り
っ
か
↓
花
を
立
て
る
）

は
、
室
町
時
代
の
後
半
か
ら
江
戸
時
代

の
初
め
に
か
け
て
完
成
し
た
、
最
も
伝

統
の
あ
る
生
け
花
の
ス
タ
イ
ル
で
す
＾

古
来
よ
り
神
仏
へ
供
え
ら
れ
て
き
た

花
は
、
室
町
時
代
に
な

っ
て
邸
宅
を
飾

る
花

（座
敷
飾
り
）
へ
と
発
展
し
て
い

き
ま
し
た
ｔ
座
敷
飾

り
の
花
と
し
て
、

宣
■
本
木
）
と
下
草
で
構
成
さ
れ
る

〓
二

て
花

（
た
て
は
な
二

と
呼
ば
れ
る
生

け
ば
な
が
誕
生
し
ま
す
〓
立
て
花
は
、

客
人
を
も
て
な
す
場
１１
用
い
ら
れ
、
室

町
時
代
の
後
半
に
、
一立
花

（り

っ
か
こ

へ
と
発
展
し
ま
し
た

（　
　
鳥
獣
戯

画
の
中
に
あ
る
花
葉
、
池
坊
に
伝
わ
る

大
巻

（お
お
ま
き
）
と
い
わ
れ
る
池
坊

に
と

っ
て
の
バ
イ
ブ
ル
の
よ
う
な
も
の
、

実
際
の
生
け
花
を
立
て
た
数
多
く
の
写

真
等
の
映
像
を
見
な
が
ら
、
講
師
の
先

生
の
熱
心
な
ご
説
明
が
続
き
ま
す
）

花
戦
さ

今
年
、
池
坊
が
製
作
に
関
わ
り
、
公

開
し
た
映
画

一花
戦
さ

一
は
、
池
坊
専

好
が
豊
臣
秀
吉
に
前
田
利
家
邸
で
披
露

し
た

「大
砂
物

（幅
七
二
．メ
ー
ト
ル
、

高
さ
一一下
五
メ
ー
ト
ル
あ
る
工半
し

一
に

着
想
を
得
た
物
語
で
す

）́
映
画
は
時
の

権
力
者
、
豊
臣
秀
吉
に
刃
で
は
な
く
、

一花
』
を
も

っ
て
立
ち
向
か
う
姿
が
描

か
れ
て
い
ま
す

´

江
百
時
代
に
編
纂
さ
れ
た

一続
群
書

類
従
一
に
は
、
豊
臣
秀
古

の
大
名
御

成
に
関
し
て
、
池
坊
専
好
が
座
敷
飾
り

の
花
を
担
当
し
た
記
録
が
二
つ
収
め
ら

れ
て
い
ま
す
．
つヽ
ち

一
つ
が

〓文
禄

三
年
前
田
邸
御
成
記

一
で
、
文
禄
三

年

（千
五
百
九
十
四
年
）
に
秀
吉
が
大

阪
の
前
田
利
家
邸
を
訪
れ
た
時
の
記
録

で
す
．
問
口
四
間
の
床
の
間
に
四
幅
対

の
軸
が
掛
け
ら
れ
、
そ
の
下
に
幅

一
間

二

・
八
メ
ー
ト
ル
）
に
奥
行
き
三
尺

一九
十
七
ン
チ
）
の
六
亀

の
砂
鉢
に
大

松
の
真
が
据
え
ら
れ
、
描
か
れ
た
二
十

疋
の
猿
が
宛
も
松

の
な
び
き
枝

に
と

ま

っ
て
い
る
よ
う
に
挿
さ
れ
て
い
て
、

「
池
之
坊

一
代
出
来
物

一
と
風
聞
さ
れ

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す

。

先
生
の
話
は
、
こ
の
後
、
花
を

立
て
る
こ
と
で
何
を
表
現
す
る
の
か
、

上
古
か
ら
現
代
に
い
た
る
花
の
形
の
時

代
に
よ
る
移
り
変
わ
り
、
花
を
生
け
る

心
と
は
、
花
を
鑑
賞
す
る
方
法
、
新
し

い
空
間
を
創
造
す
る
い
け
ば
な
、
目
由

花

へ
と
続
き
、
参
加
者

一
同
の
盛
大
な

拍
手
の
中
、
講
演
を
終
え
ら
れ
ま
し
た
．
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黒
谷
の
和
紙
は
、
京
都
府
綾
都
市
の

北
部
に
位
置
す
る
黒
谷
町

一
帯

に
伝

わ
る
和
紙
で
、
平
家
の
落
人
が
子
孫

ヘ

残
す
仕
事
と
し
て
始
め
た
と
伝
え
ら
れ

八
百
年
の
伝
続
が
あ
り
ま
す

．
丹
波

・

丹
後
地
方
は
古
く
か
ら
良
質
の
堵
を
産

す
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
、
黒
谷
川
の
清

流
と
相
快

っ
て
和
紙
作
り
に
大
変
適
し

て
い
る
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
（二
思
都
に

近

い
二
と
か
ら
京
呉
服
に
関
連
し
た
和

紙
を
は
じ
め
襖
や
障
子
紙
な
ど
多
く
の

量
を
生
産
し
て
き
ま
し
た
が
、
第
二
次

人
戦
後
、
和
紙
の
需
要
が
激
減
し
全
国

の
各
産
地
で
は
手
漉
き
か
ら
機
械
漉
き

へ
の
転
換
が
進
み
ま
し
た
が
、
黒
谷
は

伝
統
技
法
を
守
り
続
け
純
粋
手
漉
き
和

紙
産
地
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
貴
重
な
存

黒
谷
和
紙
協
同
組
合
　
理
事
長

林
　
　
　
伸
　
次

氏

在
と
な

っ
て
い
ま
す
〓

和
紙
協
同
組
合
理
事
長
の
林
氏
は
京

都
精
華
大
学
を
ご
事
業
、
そ
の
後
組

合

の
研
修
生
と
な
り
、
そ
の
後
独
立
、

二
千
年
に
は
京
都
府
よ
り

「京
も
の
技

術
後
継
者
」
の
認
定
を
受
け
、
二
千
六

年
、
京

の
若
手
職
人
海
外
派
遣
事
業

に
選
ば
れ
て
イ
タ
リ
ア
研
修
に
参
加
、

二
千
八
年

一京
の
若
手
職
人
総
合
技
術

コ
ン
ク
ー
ル

一
入
選
、
「
京
も
の
工
芸

士

・
に
認
定
さ
れ
、
海
外
に
お
い
て
も

デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ

ョ
ン
、
ワ
ー
ク

ンヽ
ョ
ィ
ブ
な
ど
を
重
ね
ら
れ
て
お
ら
れ

ま
す
「
ご
講
演
は
写
真
や
資
料
を
ス
ク

ーー′
―
ン
に
映
し
な
が
ら
進
行
さ
れ
紙
数

の
関
係
で
す
べ
て
は
ご
紹
介
で
き
ま
せ

ん
の
で
、
お
話
の
最
初
の
部
分
及
び
概

要
を
紹
介
し
ま
す

．

は
じ
め
に

私
は
大
学
を
卒
業
し
て
か
ら
黒
谷
和

紙

に
携
わ
る
こ
と
に
な
り
職
人
歴
は

二
十
二
年
で
す

．
も
と
も
と
綾
部
生
ま

れ
で
す
が
、
大
学
卒
業
後
綾
部
に
戻

り
、
職
人
に
な
つ
た
い
と
い
＾
′気
持
ち

が
強
く
、
絵
を
描
き
な
が
ら
百
姓
を
し

た
い
ル
一い
つヽ
思
い
不
ヽ
い
十
書
二
年
↑
、
み
ヽ

れ
だ
け
で
は
暮
ら
し
て
い
け
ま
せ
ん
´

と
り
あ
え
ず
冬
の
期
間
の
職
人
と
し
て

の
仕
事
を
探
し
て
い
た
ら
偶
然
綾
部
に

は
黒
谷
和
紙
が
あ

っ
た
と

い
う
′経
緯

で

相
紙
職
人
と
し
て
の
道
を
歩
み
始
め
ま

ヽ
工
′・　
今
は
ど

つ
ぶ
―，
と
は
ま

っ
て
し

ま

っ
て
、
畑
も
せ
ず
絵
も
描
か
ず
、
絵

を
描
く
人

の
た

め

の
紙
を
作

っ
て

い

る
と

こ
ろ
で
一́，
．
★
Ｔ
子
で
は

い
ろ
い
ろ

な
こ
と
を
教
え
ら
れ
、
そ
こ
に
戻
る
こ

と
は
な

い
と
思

っ
て
い
ま
し
た
が
、
三

年
前
か
ら
伝
続
工
芸

の
講
座
、
和
紙
に

つ
い
て
の
授
業
な
ど
に
関
わ

っ
て
い
ま

す

．
手
作
業
が
好
き

で
物
作
り
が
し
た

い
と

い
う
こ
と
で
こ
う
し
て
や

っ
て
蒸
ヽ

ま
し
た
が
、
組
合

の
皆
さ
ん
が
高
齢
化

し
て
き
て
、
三
年
前
か
ら
理
事
長
を
仰

せ

つ
か
―，
ま
し
た

´
自
分
自
身
は
紙
漉

き
作
業
が
以
前

の
よ
う
に
は
出
来
な
く

な

っ
て
、
早
く
誰
か
に
役
を
波
し
て
紙

を
澄

去
たヽ

い
と
思

っ
て
い
ま
す
´

入
前
で
話
を
す
る
の
は
得
意

で
な

い

と

い
う
性
格
で
し
た
が
、
現
在
は
、
私

紙
を
広
め
て
よ
り
多
く
知

っ
て
い
た
だ

か
な

い
と
自
分
達

の
や

っ
て
い
る
仕
事

へ
の
理
解
が
深
ま
ら
な

い
だ
ろ
う
と

い

う
こ
と
で
、
今
回
の
よ
う
な
機
会
を
与

え
ら
れ
喜

ん
で
い
ま
す
．．
本
国
は
手
漉

き
和
紙

に
つ
い
て
の
技
術
面

に
つ
い
て

の
話
を
中
心
に
お
話
し
し
ま
す

´

製
作
工
程

０
こ
こ
か
ら
、
ス
ラ
イ
ド
を

ス
ク
リ
ー

ン
に
映
し
な
が
ら
、
く
わ
し

い
説
明
が

続
く
）

京
都

の
北
部

に
は
、
昔

か
ら
三
十

か
ら
四
、
五
十

の
手
漉
き
和
紙
産
地
が

あ
り
ま
し
た
　
そ
こ
に
は
生
活
様
式
そ

の
も

の
に
和
紙
が
組
み
込
ま
れ
て
い
た

と

い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
現

在
産
地
と
し
て
残

っ
て
い
る
の
は
二
か

所
、
そ

の
う
ち
個
人
工
房
で
は
な
く
集

団

で
や

っ
て

い
る

の
は
黒
谷
だ

け

で

す
　
黒
谷
で
は
、
格
と

い
ら
ノ植
物
を
主

原
料
と
し
て
和
紙
を
作

っ
て
お
り
、
そ

の
製
作
工
程
を
今
か
ら
ス
ク
リ
ー
ン
に

映
し
て
い
き
ま
す

´

！
和
紙

の
原
料
と
し
て
の
格
　
　
和

紙

の
原
材
料

に
は
、
格

・
三
極

・

雁
皮

・
麻
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、

黒
谷

で
は
材
料
と

し

て
手

に
入

れ

や
す
く
、
育

て
や
す

い
格

を

畑

に
植
え

て
栽
培
し

て
い
ま
す

．

格

は
挿

し
木

や
根

を
植

え

て
殖

や
す

の
で
す
が
、　
一
年
で
三
メ
ー

ト

ル
も

の
長

さ

に
成
長

す

る

の

で
以
降
毎
年
収
穫
し
ま
す
＾

ュ
刈
―
取
り

…
…
冬
に
な
り
葉

の
落

ち

た
十

二
月

ご

ろ
か
ら
格
を
鎌

や

の
こ
ぎ
り

で
刈

り
取

っ
て

い

き
ま
す

．

ｔ
一か
ご
む
し

（
こ
し
き
）
　

　

格
を

「
こ
し
き
」

（
樽

の
よ
ム
ン
な
入

れ

物

）

に
入

る
長

さ

に
カ

ッ
ト
し

中

に
詰

め
、

お
釜

に
か

ぶ
せ

て

三
時

間

ほ
ど
蒸

し
ま

す
〓
関
西

で
は
格

の
，
ア

二

二

か
ご

一
と

い
い
ま
す
〓

■
一か
ご

へ
ぎ
‥
‥
蒸
し
あ
が

っ
た
堵

か
ら
、
皮

を

一
本
づ

つ
剥

い
で

い
き
ま
す
し

，
か

ご
そ
ろ
え
　
　
剥

い
だ
格

の
皮

の

一
番
表
面

の
皮

と
キ
ズ

を
包

丁

で
と
り
、
′口
皮

（
し
ろ
か
わ
）

に
し

て

い
き

ま

す

．
こ

の
作
業

が
手

漉
き
和
紙
製
造

工
程

で
は

も

っ
と
も
多

く

の
時
間

が
か
か

り
ま
す

。

●
格
煮
　
　
白
皮
を
ア
ル
カ
リ
性

の

熱
湯
で

一
時
間
半
ほ
ど
煮
ま
す

．

〓

み
だ

し
　
　
や
わ

ら
か
く
煮

上

が

っ
た
格

を
水

に
さ

ら
し
、
あ

く
を
と
―，
な
が

ら
、
格

に
残

っ

て

い
る
傷

や
ご

み

の
除
去

（
チ

リ

ョ
リ
）
を
手

で
丹
念

に
と

っ

て
い
去
畢
さ
す
．

■
叩
解
　
　
み
だ
し
作
業

の
終

っ
た

格

を
、

餅

を

つ
く

よ
う

に
し

て

約

一
時
間
た
た

い
て
細

か
く

ほ

ぐ
し
て
い
き
ま
す

´

，
一紙
漉
き
　
　
ほ
ぐ

し

て
細

か

い

繊
維
状

に
な

っ
た
材
料

（紙
料
一

を
ド

丹
と
呼

ば

れ

る
水

槽

に
入

れ
、

よ
く
撹

拌

し
、
竹

ヒ
ゴ
を

編

ん
で
作

ら
れ
た
責

で
す
く

い

あ
げ

る

．
そ

の
際

に
、
ネ

リ
と

呼

ば

れ
る
植
物
性
粘
滑
剤
を
添

加
す

る

こ
と

で
、
責

か
ら
水

の

落

ち

る
速

度
を

調
整

し
、
和
紙

独
特

の
揺

り
を
加
え
繊
維

を
か

ら
め
な
が
ら
平
滑

で
強
靭
な
紙

を

つ
く

っ
て
ゆ
く
し

こ
れ
が
流

し
漉
き
と
呼

ば

れ
る
製

紙
技
法

で
、
ネ

リ

の
材
料

に
は
ト

ロ
ロ

ア
オ
ノ

の
根

や

ノ
リ
ウ

ツ
ギ
が

よ
く
使
わ
れ
て
い
ま
す
．

一ｐ
乾
燥
　
　
幾
枚
も
重
ね
ら
れ
た
湿

紙
を

圧
搾

し
、
水
気
を
絞

っ
た

紙
を

一
枚
ず

つ
め
く
り
銀
杏

や

ト

チ
な
ど

の
本

の
板

に
刷
毛

で

貼
り
付

け

て
乾
燥

さ
せ

て
、
和

紙
は
完
成
し
て
い
き
ま
す
、）

■
加
工
　

　

一
部

の
紙
は
染
め
や
裁

断
を
し
、
名
刺

い
れ
や
ク

ッ
シ
ョ

ン
に
加
工
す
る
．

●
製
品
加
工
…
　
便
箋
や
封
筒
、
名

刺
入

れ
等
、
様

々
な
製
品

が
あ

り
ま
す
〓

こ
う

い
っ
た
映
像
を
交
え
た
詳

細
な
説
明
と
、
作
業

の
ホ
イ

ン
ト
や
苦

労
す
る
点
、
和
紙
作
り

の
担

い
手

の
減

少
と

い
う
よ
う
な
現
在

の
様

々
な
問
題

を
含
め
た
お
話
が
続

い
た
あ
と
、
時
代

和
紙
に
つ
い
て

～
製
紙
現
場
か
ら
～



育教

に
よ
る
ヤ
ロ
紙

つ
「
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Ｌ
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￥
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Ｌ
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．
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´́
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一ンシ
）　
´́
、、　
　
一
レヽンヽ
′ヽ、一一一一一́
一一・・一一

ｒ
一一
〓
一■
‘
彙
、
●

●ヽ
デ
Ｊ
ま
ヽ
レ
、́
一

ンで
学
生
に
一二
つ
の
テ
ー
マ
を
だ
し
ま

し
た

．
ひ
と

つ
は

一
お
ね
の
生
涯
と
そ

の
役
割

一、
そ
し
て

一
江
百
時
代
の
農

村
に
お
け
る
女
性
の
生
き
方

一、
も
ふ

「υ
レ
一つ
一
も　
一十
（下三
デ
エ
・ク
ラ
シ
ヽ

一
レ
一

い
う
三
つ
の
中
か
ら

´
（ン
を
選
ん
で
発

述
し
な
さ

い
、
と

い
ら
′
文
章
を
書
／
ヽ

一試
」秋
ヽヽ
ユ，
〓　
′
さ
つ
井，
フ●
レ
一^
わ
，ね
”‐．
つ

い
て
書
く
学
生
が
八
割
ぐ
ら
い
に
な
り

ま
す
．
自
分
も
力
を
入
れ
て
話
し
て
い

，う
こ
レ
一ヽ
も
ふ
γ
Ｏ
の
かヽ
レ
一田
心
っ
４
′ヽ〓リ
ム
）‐し

て
い
ま
す
が
、
お
ね
と

い
う
人
物
は
ず

い
ぶ
ん
学
生
に
も
興
味
が
あ
る
よ
う
で

す

ン́
今
日
は
そ
の
お
ね
に
つ
い
て
の
話

を
皆
さ
ん
に
聞
い
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
ｔ
皆
さ
ん
の
お
手
元
の
レ
ジ

メ
に
沿

っ
て
お
話
を
進
め
て
ま
い
り
ま

す
．お

ね
の
生
涯
と
役
割

…
お
ね
と

い
ら
′女
性
の
生
涯
と
目

本

の
整
史
に
呆
た
し
た
役
割
に
つ
い

て
、
準
備
さ
れ
た
レ
ジ
メ

（資
料
）
を

参
照
し
な
が
ら
、
丁
寧
な
お
話
が
続
き

ま
す
．
先
生
の
お
話
を
限
ら
れ
た
紙
数

で
は
ご
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

の
で
レ
ジ
メ
に
柱
立
て
さ
れ
た
項
目
を

以
下
に
あ
げ
て
い
く
こ
と
で
、
当
日
の

先
生
の
お
話
の
幾
分
か
を
感
じ
取

っ
て

い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
す

‐・
　
一
北
政
所

一
の
実
名
と
生
年
に

は
諸
説
あ
り
、
ど
れ
が
妥
当
と

考
え
ら
れ
、
そ
の
理
由
は
Ｐ

一
ね
ね
「
お
ね
い
Ｌ
ね
い
二
ね

一

一
お
ね

丁
一諸
説
あ
る
が
メ
わ
ね

一

（秀
吉
か
ら
の
手
紙
の
あ
て
名
）

で
生
年
も
天
文
十

一
年
、
十
七

年
、
十
八
年
、
と
諸
説
あ
る
が

大
文
十

一
年
が
妥
当

２
　
お
ね
が
生
ま
れ
た
実
家
の
杉
原

家

の
略
系
図

お
ね

の
甥

に
の
ち

の
小
早
川
秀

秋
、
叔
母

の
七
由

の
夫

に
浅
野

長
勝

（弓
衆
）

お
ね
と
木
下
藤
吉
郎

の
結
婚

の

様
子

お
ね

の
母

（朝

日
）
が
藤
吉
郎

，
身
分

の
低
さ

（足
軽

）
に
反

対
す
る
が
浅
野
長
勝
夫
婦

の
と

わ
な
し
で
成
立
二

土
間
卜
Ｌ
簾

掻
わ
ら
に
薄
縁
を
敷

い
て
」
行

「ヽノ
τ

藤
吉
郎

二
十
五
歳
、
お
ね

一
．ト

歳
が
妥
当

長
浜
時
代

の
お
ね
に
つ
い
て

信
長

の
浅
井
氏
攻
略

に
対
す
る

功
績
で
江
北
三
郡
を
藤
吉
郎
が

拝
領
す
る

お
ね

に
宛

て
た
藤
吉
郎
秀
吉

の
書
状
　
秀
吉
は
町
人

の
年
貢

免
除
を
や
め
る
方
針

で
あ

っ
た

の
を
お
ね
が
反
対
し
て
も
と
ど

お
り
免
除
を
続
け
る

お
ね
に
宛
て
た
織
田
信
長
の

書
状
　
お
ね
の
挨
拶
に
対
す
名

繁
と
藤
吉
郎
秀
古

一
族
の

一
上

様
」
た
れ
と
訓
戒
す
る
．

一
関
自
　
と

「
北
政
所

一

秀
吉
の
関
白

へ
の
昇
進
に
伴

い

北
政
所
と
な
る
．
お
ね
の
役
割

が
急
激
に
拡
大
す
る
＾́

天
皇
家
と
の
日
常
の
お
つ
き
あ

い
、
養
子
、
養
女
の
教
育
、
家

臣
や
女
房
衆
の
統
率
、
大
名
家

へ
の
気
配
り
や
そ
の
人
質
と
の

交
流
な
ど
を
行
う
こ

天
二
十
八
年
の
後
北
条
攻
め

お
ね
を
通
し
て
、
淀
殴
を
小
田

原
に
呼
び
寄
せ
る
ぅ
正
室
と
側

室
の
明
白
な
亭
列

天
正
三
十
年

の
お
ね

へ
の
所
領

給
与

大
名
格

の
石
高
を
お
ね
に
対
し

て
生
前
贈
与
す
る
　
秀
古
、
こ

の
年
名
護
屋

へ
＾́

慶
長
三
年

の
醍
醐

の
花
見

（秀

古

の
亡
く
な
る
年
）

輿

の
順
番

が
お
ね
を
先
頭

に
、

淀
殿
、
松

の
九
、
三

の
九

（信

長

の
娘
）

後
家
尼
時
代

京

に
住

み

の
ち

高

台

寺

に
入

り
、
秀
吉

の
菩
提
を
弔
う
役
割

大
阪
城
落
城
後

の
お
ね

（落
城

時
お
ね
七
十
二
歳

）

一
大
坂

の
御
事

は
、
な

に
と
も

申
候
は
ん
す
る
こ
と

の
葉
も
御

入
侯
は
ぬ
事

に
て
候

」

元
和
元
年
五
月
十
九
日
付
け

の

伊
達
正
宗

へ
の
書
状

北
政
所
お
ね
の
役
割

Ａ
秀
吉

の
正
室
と
し
て
　
Ｂ
後

家
尼
と
し

て
　
の
二

つ
の
役
割

を
豊

臣
政
権

の

一
か
か
さ
ま
」

と
し
て
果
し
た
＾́
没
年
は
元
和

十
年
、
八
十

一
歳
＾́

私
た
ち
が
大
河
ド
ラ

マ
な
ど
を

1011
通
し
て
持

っ
て
い
る
お
ね
、
北
政
所
に

つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
先
生
の
講
演
、

古
文
書
資
料
な
ど
を
と
お
し
て
浮
か
び

上
が

っ
て
く
る
実
像
と
の
違

い
が
面
白

く
、
講
演
を
終
え
ら
れ
る
こ
ろ
に
は
、

参
加
者
の
心
に
も

っ
と
も

っ
と
お
話
を

聞
き
た
い
と

い
う
声
が
上
が
る
中
、
盛

大
な
拍
手
が
送
ら
れ
講
演
を
終
え
ら
れ

ま
し
た
ｔ

爾
日
回
回
目
闇
困
日
‐‐
口
器
自
‐Ｔ‐口
Π
「
日
「

年
が
明
け
、
平
成
三
十
年
を
迎
え
た

第
四
回
の
講
演
会
は
、
京
都
橘
大
学
名

誉
教
授
の
田
端
泰
子
先
生
か
ら
表
記
の

題
の
講
演
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

先
生
は
日
本
の
歴
史
学
者
で
、
日
本
中

世
史
、
女
性
史
を
専
門
に
さ
れ
て
い
ま

す
＾́
日
本
の
中
世
を
生
き
た
女
性
は
先

〓マ一鷲一中

京
都
嬌
大
学
名
誉
教
授

田

端

泰

子

氏

生
の
ご
専
門
の
領
域
で
あ
り
、
豊
臣
秀

吉
の
正
室
お
ね
に
つ
い
て
は
先
生
の
ご

著
書
も
あ
り
ま
す

）
お
ね
に
つ
い
て

は
、
秀
古
の
妻
と
し
て
私
た
ち
も
よ
く

知

っ
て
い
る
名
前
で
す
が
、　
一
体
ど
う

い
う
人
で
ど
の
よ
ら
′な
人
生
を
送

っ
た

の
か
、
そ
の
正
確
な
人
物
像
に
つ
い
て

学
ぶ
機
会
と
あ

つ
て
会
員
も
大

い
に
期

待
し
講
演
に
臨
み
ま
し
た
。
資
料
と
し

て
貴
重
な
古
文
書

（
コ
ピ
ー
）
が
載

っ

て
い
る
レ
ジ
メ
も
用
意
さ
れ
た
ご
講
演

の
最
初
の
部
分
と
全
体
の
簡
単
な
概
要

を
紹
介
し
ま
す
ｃ

は
じ
め
に

大
学
の
名
誉
教
授
と
な

っ
て
か
ら
も

週
に

一
回
教
壇
に
立
ち

「
日
本
女
性
史

特
講

一
と
い
う
日
本
の
女
性
史
、
そ
れ

も
原
始
　
古
代
か
ら
現
代
ま
で
の
女
性

の
た
ど

っ
た
歴
史
を
学
生
に
講
義
し
て

い
ま
す

．
ど
う
し
て
も
内
容
が
駆
け
足

に
な
り
ま
す
が
、
自
分
の
専
門
の
中
世

か
ら
近
世
と
い
ら
′あ
た
り
は
割
り
と
く

わ
し
く
取
―，
あ
げ
て
い
ま
す
〓
試
験
と

北
政
所
お
ね
の
生
涯
と
そ
の
役
割
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〔
円
ロ
ロ
旧
円
期
日
日
円
田
鷹
〕
　
平
成
二
十
九
年
十

一
月
十
六
日

肉

黒
谷
和
紙
工
芸
の
里

（紙
漉
き
体
験
）
と

伊
根
湾
め
ぐ
り
遊
覧
船
の
旅

平
成
二
十
九
年
度
秋
の
日
帰
り
研
修

は
、
第
三
回
の
講
演
会
で
取
り
あ
げ
た

京
都
府
綾
都
市

の
黒
谷
和
紙
を
訪
ね
、

和
紙
の

一‐紙
漉
き
体
験

一
を
し
ま
し
た
´

京
都
駅
八
条
日
の
ア
バ
ン
テ
ィ
前
は
、

秋
晴
れ
と

い
う
言
葉
が
び

っ
た
り
の
好

天
に
恵
ま
れ
、
定
刻
八
時
三
十
分
に
バ

ス
は
出
発
、
九
時
に
は
京
都
縦
貫
道
に

入
り
ま
す
．
バ
ス
か
ら
見
え
る
亀
岡
の

町
は
深
い
霧
に
包
ま
れ
、
周
辺
の
山
々

に
は
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
赤
や
黄
に
色
付

い
た
木
々
が
見
え
秋
を
実
感
し
ま
す

´

途
中
の
道
の
駅
で
ト
イ
レ
休
憩
を
と
る

頃
、
天
候
は
秋
晴
れ
か
ら
曇
り
空
に
変

わ
り
、
バ
ス
か
ら
降
―，
る
と
さ
す
が
に

寒
く
、
山
々
の
紅
葉
の
ス
ペ
ー
ス
が
大

去
′ヽヽ
りな
スリ
、　
日
三
二
つ
し
な
つ
に
か
い
っ
て
ヽ
い

ま
す
．
十
時
半
に
閉
校
と
な

っ
た
小
学

校
施
設
を
改
装
し
開
設
さ
れ
た
黒
谷
和

紙
工
芸
の
里
に
到
着
で
す
〓

黒
谷
和
紙
の
由
来
や
実
際
の
製
作
工

程

に

つ
い
て
は
、
第
二
回

の
講
演
会

の
記
録
を
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と
思

い
ま
す
が
、
私
た
ら

一
行
が
実
際
に
取

り
組
ん
だ
の
は
製
作
工
程
の
中
の

一紙

漉
き

一
と
呼
ば
れ
る
部
分
で
、　
一
人

一

人
が
ハ
ガ
キ
八
枚
分
の
大
き
さ
の
賞
桁

（す
げ
た
）
で
漉
き
ま
し
た
´
講
師
の

方
の
Ｆ
寧
な
指
導
の
も
と
や
っ
て
み
る

の
く
ヽ
す
が
、　
日
∵
ィ
な
つ
な
口
守
ヽ
ユ
ｉ
，
る

の
が
な
か
な
か
難
し
く
、
三
度
三
度
と

や
り
直
す
方
も
い
ま
す
〓
冷
た
い
水
の

中
に
手
を
浸
け
て
の
作
業
で
あ
り
、
和

紙
作
り
の
大
変
さ
を
知
る
こ
と
の

一
端

に
も
な
り
ま
し
た
．
体
験

の
後
は
大

き
な
責
桁
を
使

つ
た
実
際
の
紙
漉
き
作

業
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
り
、
黒
谷
に

伝
わ
る
和
紙
づ
く
り
の
数
々
の
道
一具
や

黒
谷
和
紙

の
製
品
、
和
紙
を

使

つ
た
工
芸
品
な
ど

の
展
示

を
職
人

の
方

に
丁
寧

に
説
明

し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
，
売

店
も
建
物
内

に
あ
り
、
書
道

用
品
や
小
物
を
買

っ
た
り
し

て
黒
谷
を
後

に
し
ま
し
た
〓

ハ
ス
は
再
び
京
都
縦
貫
道

に
戻

り
、
与
謝
天
橋
立

Ｉ
Ｃ

で
下
り
、
宮
津
湾
沿

い
の
国

道
を
伊
根

の
方
向

へ
向

か

い

ま
す

．
途
中
、
天
橋
立
が
目

の
前

に
広
が
る
橋
立
大
丸

の

シ
ー
サ
イ
ド
セ
ン
タ
ー
が
昼

食
会
場

で
す

．
新
鮮
な
お
造

り
と
せ

い
ろ
蒸

し
の
美
味
し

い
御
稽
を
お
腹

い

っ
ぱ

い
い

た
だ
き
ま
し
た
＾́
そ
し

て
再

び
伊
根

に
国
か

い
、
伊
根
湾

め
ぐ
り
遊
覧
拾
の
乗
り
場
に
到
着
、
遊

覧
船
に
乗
り
込
み
ま
し
た
〓
参
加
者
が

一
様
に
驚

い
た
の
は
、
船
の
周
り
を
飛

ぶ
た
く
さ
ん
の
ト
ン
ビ
の
群
れ
で
す
）

カ
モ
メ
は
ど
こ
へ
や
ら
、
猛
禽
類
の
ト

ン
ビ
が
船
に
附
い
て
く
る
の
に
は
び

っ

く
り
し
ま
し
た

．
伊
根
の
丹
屋
は
多
く

の
方
が

一
度
は
訪
れ
た
こ
と
が
あ
る
よ

う
な
場
所
で
し
ょ
＾
′
が
、
海
の
上
か
ら

丹
量
を
見
る
と
言
う
体
験
は
ま
た
別
の

発
見
も
あ

つ
た
の
で
は
と
思
い
ま
す
〓

和
紙
の
紙
漉
き
体
験
、
伊
根
の
舟
屋

め
ぐ
り
と

い
う

二
つ
を
・無
事

に
終
え

て
、
帰
路
に
つ
き
ま
す
こ
途
中
、
お
土

産
や
夕
食

に
と
名
産
品
や
新
鮮
な
魚

介
．
干
物
な
ど
の
買
い
物
に
複
数
の
店

舗
に
立
ち
寄
り
、
予
定
通
り
の
時
間
に

京
都
駅
八
条
目
に
皆
、
元
気
に
戻

っ
て

き
」幸
書
二
／）́
´

会
長
挨
拶

に
も
あ
り
ま
す
が
、
協

会

の
事
務
所
、
講
演
会
場
と
し
て
旅

館

一銀
閣

一
を
森
清
史
顧
間
の
ご
暉
意

で
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た

が
、
一
ギ
・九
年
七
月
末
に
森
顧
間
の
突

然
の
ご
逝
去
が
あ
り
、
諸
事
情
で
銀
閣

を
出
て
新
し
い
事
務
所

へ
移
転
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
〓
三
十
年
度
よ
―，
協

会

の
事
業
等

に
も
変
更
部
分
が
あ
り
、

五
十
二
号
の
会
報
の
発
行
も
従
前
よ
り

一
か
月
遅
れ
ま
し
た
＾
ご
理
解
の
程
を

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
〓


