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一
、「
三
人
」
の
評
価
と
そ
の
問
題

　

安
政
生
ま
れ
の
姉
・
高
瀬
そ
の
を
モ
デ
ル
と
し
た
「
あ
る
女
の
生
涯
」（『
新
潮
』
第
三
五

巻
第
一
号
、
一
九
二
一
・
七
）
以
降
二
年
余
り
、
島
崎
藤
村
は
童
話
を
除
く
創
作
の
執
筆
か

ら
遠
ざ
か
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
一
つ
に
は
一
九
二
三
年
の
正
月
に
脳
溢
血
に
よ
っ
て
静

養
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
い
ま
一
つ
に
は
自
身
の
全
集
の
収
益
を
投
じ
て

主
宰
し
た
婦
人
雑
誌
・『
処
女
地
』
の
編
集
に
傾
注
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、

再
び
書
き
始
め
た
小
説
で
は
一
転
し
て
娘
の
柳
子
や
姪
の
こ
ま
子
な
ど
自
分
よ
り
若
い
世

代
の
女
性
た
ち
を
モ
デ
ル
に
描
い
て
い
る
。
就
中
、「
三
人
」（『
改
造
』
第
六
巻
第
四
号
、
一

九
二
四
・
四
）
は
、『
処
女
地
』
に
参
加
し
、
の
ち
に
結
婚
す
る
こ
と
と
な
る
加
藤
静
子
と
、

松
本
の
女
学
校
に
勤
め
る
加
藤
の
二
人
の
友
人
に
取
材
し
た
小
説
と
し
て
『
藤
村
パ
ン
フ

レ
ツ
ト 

第
二
輯
』（
新
潮
社
、
一
九
二
四
・
六
）
の
表
題
作
に
も
な
っ
て
い
る（（
（

。
も
っ
と
も
、

藤
村
が
加
藤
と
の
関
係
を
公
に
し
た
の
は
一
九
二
八
年
に
結
婚
を
し
た
時
で
あ
り
、「
か

く
れ
た
る
内
助
者
」
と
紹
介
さ
れ
た
加
藤
の
存
在
は
「
多
年
藤
村
氏
と
親
交
の
間
柄
で
あ

る
馬
場
孤
蝶
、
戸
川
秋
骨
、
水
上
瀧
太
郎
の
諸
氏
で
す
ら
ま
だ
こ
の
結
婚
を
知
ら
な
い
で

ゐ
る（（
（

」
と
書
か
れ
た
よ
う
に
、
ご
く
一
部
の
人
間
以
外
に
は
認
知
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

従
っ
て
、同
時
代
的
に
は
そ
う
し
た
関
係
は
テ
ク
ス
ト
を
読
む
前
提
に
は
な
り
得
ず
、「
新

潮
合
評
会
」
で
の
徳
田
秋
聲
の
評
言
を
借
り
れ
ば
、「「
処
女
地
」
の
同
人
で
あ
つ
た
一
人

の
女
の
人
と
、
そ
の
同
窓
で
、
今
は
田
舎
で
先
生
を
し
て
、
結
婚
期
を
過
ぎ
た
中
年
の
女

を
モ
デ
ル
に
し
て
、
そ
の
三
人
の
旅
先
に
於
け
る
生
活
や
気
持
を
書
い
」
た
小
説
と
し
て

理
解
さ
れ
た（（
（

。
そ
の
評
価
は
必
ず
し
も
低
く
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
秋
聲
を
は
じ
め
、
合

評
会
に
参
席
し
た
中
村
武
羅
夫
、
加
能
作
次
郎
、
宮
島
新
三
郎
ら
は
揃
っ
て
「
あ
る
女
の

生
涯
」
と
比
べ
て
登
場
す
る
女
性
の
内
面
が
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
へ
の
不
満
を
述
べ
て

い
る
。
同
作
を
物
差
し
と
す
る
評
価
は
同
時
期
の
ほ
か
の
小
説
に
つ
い
て
も
見
ら
れ
る

が
（
（
（

、
と
り
わ
け
「
三
人
」
の
場
合
に
は
文
字
通
り
三
人
の
女
性
を
登
場
さ
せ
な
が
ら
「
ど

の
女
も
実
子
﹇
加
藤
が
モ
デ
ル
﹈
か
ら
見
た
女
に
な
っ
て
ゐ
て
、
実
子
か
ら
離
れ
て
他
の

女
を
見
て
ゐ
な
い（（
（

」
点
が
批
判
の
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
相
応
の
学
識
が
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
内
面
の
悩
み
が
十
全
に
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
た
。
同
様

の
論
点
は
中
澤
静
雄
の
「
三
人
の
女
性
の
心
理
の
交
錯
は
、
お
ぼ
ろ
げ
に
窺
は
れ
な
が
ら

も
、
そ
こ
に
は
つ
き
り
と
し
た
事
象
は
掴
め
な
い
」
と
い
う
評
価
に
も
共
有
さ
れ
て
い

る
（
（
（

。

　

た
し
か
に
、
当
時
の
東
京
に
あ
っ
て
は
地
方
の
女
性
教
員
の
生
活
な
ど
知
る
由
も
な

く
、
そ
れ
が
テ
ク
ス
ト
に
曖
昧
な
形
で
し
か
描
出
さ
れ
て
い
な
い
と
の
批
判
は
少
な
く
と

も
初
出
に
対
し
て
は
妥
当
な
指
摘
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
中
央
文
壇
の
男
性
評

者
た
ち
の
中
立
性
は
前
提
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
評
価
に
繋
が
っ

て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
本
稿
は
、「
田
舎
」
の
「
結
婚
期
を
過
ぎ
た
中
年
の
女
」
と
い

う
評
言
に
象
徴
さ
れ
る
彼
ら
が
内
面
化
し
た
価
値
観
を
対
象
化
し
つ
つ
、
武
藤
直
治
の
言

葉
を
借
り
れ
ば
、「
知
識
あ
る
め
ざ
め
た
る
も
の
」
が
「
無
力
な
る
自
分
を
知
」
ら
さ
れ

た
と
い
う
「
環
境（（
（

」
の
問
題
に
焦
点
を
当
て
て
テ
ク
ス
ト
の
社
会
批
評
性
を
明
ら
か
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
い
。

　

そ
こ
で
議
論
の
補
助
線
と
す
る
の
が
「
三
人
」
の
舞
台
と
な
っ
た
都
市
・
松
本
と
女
子

教
育
の
問
題
で
あ
る
。
現
在
で
も
学
都
を
謳
う
松
本
だ
が
、
の
ち
に
ふ
れ
る
よ
う
に
、
二
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〇
年
代
に
お
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
教
育
観
の
係
争
地
と
な
っ
て
い
た
。
松
尾
実
子
の
友

人
、
中
川
桃
子
と
瓜
生
得
子
の
そ
れ
ぞ
れ
が
勤
め
て
い
た
女
学
校
も
そ
の
よ
う
な
松
本
市

中
に
あ
っ
た
と
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
次
節
以
降
で
は
こ
う
し
た
背
景
に
注
意
を

払
い
つ
つ
検
討
を
進
め
て
い
く
。

二
、「
三
人
」
に
お
け
る
三
人
の
境
遇

　

一
九
二
三
年
の
六
月
一
〇
日
か
ら
二
四
日
に
か
け
て
、
藤
村
は
加
藤
静
子
を
同
伴
し
て

松
本
に
旅
行
し
た
。
そ
の
目
的
は
松
本
女
子
師
範
学
校
で
講
演
を
行
う
た
め
で
あ
っ
た

が
、
冒
頭
に
述
べ
た
年
初
め
の
脳
溢
血
の
療
養
も
兼
ね
て
い
た
。「
三
人
」
が
こ
の
時
に

宿
泊
し
た
山
辺
温
泉
（
現
在
の
美
ヶ
原
温
泉
）
で
の
経
験
に
取
材
し
て
い
る
こ
と
は
一
九
二

四
年
二
月
一
三
日
付
の
加
藤
宛
の
書
簡
で
「
昨
年
の
旅
を
思
出
し
山
辺
の
土
産
を
書
い
て

見
ま
し
た
。
そ
れ
を
書
き
あ
げ
ま
し
た
ら
あ
な
た
か
ら
も
百
瀬
さ
ん
や
伊
吹
さ
ん
か
ら
も

お
叱
り
を
受
け
る
や
う
な
も
の
が
出
来
上
が
り
ま
し
た
」
と
書
い
て
い
る
通
り
で
あ
る（（
（

。

な
お
、
こ
こ
で
名
前
が
挙
げ
ら
れ
た
百
瀬
は
る
江
が
得
子
の
、
伊
吹
信
子
が
桃
子
の
モ
デ

ル
と
さ
れ
て
い
る
が
、
二
人
は
女
子
英
学
塾
時
代
の
加
藤
の
友
人
で
あ
り
、
当
時
は
そ
れ

ぞ
れ
松
本
女
子
師
範
学
校
、
松
本
高
等
女
学
校
で
教
鞭
を
執
っ
て
い
た
。

　

さ
て
、
そ
う
し
た
材
料
を
も
と
に
書
か
れ
た
「
三
人
」
で
あ
っ
た
が
、
す
で
に
ふ
れ
た

よ
う
に
そ
の
内
容
は
終
始
実
子
に
内
的
焦
点
化
し
た
形
で
描
か
れ
、
得
子
と
桃
子
に
つ
い

て
は
、
会
話
を
除
い
て
は
実
子
の
持
つ
情
報
の
体
で
示
さ
れ
る
。
ま
た
、
右
に
述
べ
た
通

り
実
際
に
は
藤
村
と
加
藤
は
一
緒
に
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
テ
ク
ス
ト
で
は
「
東
京
の

五
味
先
生
﹇
藤
村
が
モ
デ
ル
と
さ
れ
て
い
る
﹈
を
得
子
の
学
校
へ
迎
へ
た
時
、
講
演
後
の

先
生
を
こ
の
山
辺
の
宿
に
も
迎
へ
て
、
そ
の
日
は
実
子
も
得
子
や
桃
子
と
一
緒
に
『
お
ん

ば
こ
』
の
湯
の
方
ま
で
お
供
を
し
た
」
と
、
ほ
と
ん
ど
別
々
に
行
動
し
て
い
る
よ
う
に
書

か
れ
て
い
る
。
従
っ
て
構
成
上
は
徳
田
秋
聲
の
要
約
し
た
通
り
、
東
京
か
ら
や
っ
て
き
た

実
子
が
松
本
の
女
学
校
に
勤
め
る
旧
友
と
再
会
し
、
互
い
の
現
況
に
つ
い
て
語
り
合
う

日
々
を
描
い
た
小
説
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、「
弱
く
生
れ
つ
い
た
婦
人
」
実
子
に
と
っ

て
こ
の
旅
行
は
飽
く
ま
で
も
「
保
養
」
で
あ
り
、
現
地
に
到
着
し
て
以
降
は
五
味
先
生
の

講
演
（
得
子
の
学
校
）
と
桃
子
の
学
校
に
付
い
て
行
く
以
外
に
ほ
と
ん
ど
出
歩
か
な
い
。
ま

た
、「
一
週
間
ば
か
り
経
つ
う
ち
に
、
実
子
は
一
層
桃
子
と
親
し
く
な
つ
た
ば
か
り
で
な

く
、
同
宿
す
る
得
子
に
も
馴
染
ん
で
、（
中
略
）
寛
い
だ
話
が
出
来
る
や
う
に
な
つ
た
」
と

言
い
つ
つ
、
桃
子
は
「
姉
ら
し
い
」
得
子
を
信
頼
し
て
い
な
が
ら
互
い
に
「
前
途
の
こ
と

は
何
も
語
り
合
つ
て
」
お
ら
ず
、
こ
の
直
後
に
実
子
も
「
生
ひ
立
ち
や
趣
味
を
超
え
て
、

も
つ
と
誠
実
を
取
り
か
は
す
こ
と
が
出
来
た
ら
、
ど
ん
な
に
満
足
に
、
酬
ゐ
ら
れ
る
こ
と

だ
ら
う
」
と
考
え
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
は
踏
み
込
め
な
い
領
域
が
残
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
は
こ
の
よ
う
な
設
定
が
前
節
で
み
た
曖
昧
さ
へ
の
批
判
の
根
拠
と
な
っ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

だ
が
、
語
り
に
よ
っ
て
実
子
の
回
想
や
視
線
が
ど
こ
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う

記
述
に
注
意
し
つ
つ
読
む
と
ま
た
違
う
点
が
見
え
て
く
る
。
予
め
述
べ
る
な
ら
ば
、
実
子

の
関
心
は
地
方
都
市
で
女
子
教
育
に
携
わ
る
、
教
員
と
し
て
の
友
人
た
ち
に
あ
っ
た
と
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
を
支
え
て
い
た
の
は
桃
子
と
得
子
が
共
に
優
秀
な
学
生
と
し
て
実
子
に

記
憶
さ
れ
て
い
た
と
い
う
次
の
よ
う
な
記
述
で
あ
ろ
う
。

学
校
時
代
か
ら
頭
脳
の
好
い
の
で
評
判
で
あ
っ
た
瓜
生
さ
ん
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0
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0
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0

0

0
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0

0

に
、
眼
の
前
の
人
を
思

ひ
比
べ
た
。
実
子
の
眼
の
前
に
は
、
か
れ
こ
れ
も
う
三
十
の
上
を
一
つ
か
二
つ
も
越

し
た
年
頃
の
婦
人
が
居
た
。
東
京
の
方
に
住
む
旧
い
卒
業
生
仲
間
で
も
殊
に
瓜
生
さ

ん
贔
屓
な
あ
る
夫
人
な
ど
か
ら
実
子
が
よ
く
噂
を
聞
か
さ
れ
た
の
も
、
こ
の
人
の
こ

と
だ
。（
傍
点
・
栗
原
、
以
下
同
）

桃
子
は
何
か
思
出
し
た
や
う
に
、
一
枚
の
写
真
を
机
の
抽
斗
か
ら
取
出
し
て
、
そ
れ

を
実
子
に
見
せ
た
。
そ
れ
が
桃
子
の
一
家
だ
。
そ
こ
に
は
学
芸
に
志
す
人
ば
か
り
の

や
う
な
立
派
な
家
族
が
あ
つ
た
。
年
若
で
、
し
か
も
立
派
な
成
績
を
を
さ
め
得
た
桃

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

子
の
学
生
時
代

0

0

0

0

0

0

も
尤
だ
、
と
う
な
づ
か
せ
る
も
の
が
あ
つ
た
。

　

後
者
の
記
述
は
単
行
本
時
の
加
筆
だ
が
、
と
ま
れ
、
こ
の
よ
う
な
二
人
で
あ
る
か
ら
に

は
当
然
指
導
者
と
し
て
も
活
躍
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、
実
子
も
二
人
を
そ
の
よ
う
に
見
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、「
桃
子
は
、
国
の
親
戚
た
ち
の
勧
め
を
拒
み
か
ね
て
、

そ
の
夏
か
ぎ
り
松
本
を
去
ろ
う
と
し
て
」
お
り
、「
得
子
は
、
も
し
適
当
な
後
任
者
さ
へ

得
ら
れ
た
ら
、
こ
の
人
も
長
く
は
今
の
学
校
に
留
ま
る
ま
い
と
言
つ
て
い
る
」
よ
う
に
、
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二
人
は
学
校
を
辞
め
る
意
志
を
固
め
つ
つ
あ
っ
た
。
無
論
、
そ
れ
ぞ
れ
の
決
断
は
積
極
的

な
も
の
で
は
な
い
。
得
子
の
場
合
は
そ
の
理
由
を
語
っ
て
い
な
い
が
、
実
子
は
彼
女
の
部

屋
に
置
か
れ
た
「
仏
教
に
関
し
た
書
物
や
経
典
」
か
ら
「
英
語
の
畠
か
ら
出
た
得
子
」
が

「
詩
│
│
そ
れ
で
も
物
足
ら
な
く
満
た
さ
れ
難
い
や
う
な
も
の
を
宗
教
に
求
め
て
、
日
常

刻
々
の
刺
戟
に
も
燃
え
て
行
か
う
と
す
る
や
う
な
、
苦
し
い
修
道
者
の
心
」
に
向
か
っ
て

い
る
こ
と
を
読
み
取
る
。
一
方
、
桃
子
は
両
親
か
ら
留
学
し
て
勉
学
に
打
ち
込
む
の
で
な

け
れ
ば
結
婚
す
る
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
と
打
ち
明
け
、「
結
婚
さ
へ
す
れ
ば
い
ゝ
な
ん

て
、
そ
ん
な
こ
と
が
あ
る
だ
ら
う
か（（
（

」
と
反
発
し
て
み
せ
る
。
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
こ

で
突
き
つ
け
ら
れ
た
結
婚
の
問
題
は
、
一
緒
に
雑
誌
を
作
っ
た
三
木
夏
子
を
思
い
出
し
、

「
思
ひ
立
つ
た
仕
事
を
あ
き
ら
め
て
家
庭
の
方
へ
入
つ
て
行
つ
た
」
彼
女
に
「
他
か
ら
は

最
も
華
や
か
に
見
え
る
人
が
、
最
も
深
い
悲
み
に
逢
つ
て
居
る
」
と
同
情
す
る
、
実
子
に

も
共
有
可
能
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
実
子
は
そ
の
雑
誌
に
つ
い
て
桃
子
と
得
子
の
好
評
を
得

た
と
理
解
し
て
お
り
、
そ
こ
に
密
か
な
矜
持
が
あ
っ
た
。

兎
も
角
も
『
何
か
為
た
』
と
い
ふ
心
持
だ
け
は
残
つ
た
。
そ
れ
は
桃
子
も
認
め
て
く

れ
た
や
う
で
あ
る
。
こ
の
友
達
が
以
前
に
も
勝
る
親
し
み
を
も
つ
て
彼
女
を
迎
へ
て

呉
れ
る
と
い
ふ
の
も
、
あ
の
得
子
ま
で
が
一
緒
に
こ
の
山
辺
の
宿
で
毎
日
食
事
を
し

や
う
と
い
ふ
ほ
ど
の
親
切
を
見
せ
て
呉
れ
る
と
い
ふ
の
も
、
そ
の
た
め
か
と
思
は
れ

た
。

　

雑
誌
の
編
集
に
対
す
る
実
子
の
認
識
か
ら
は
、
実
子
、
桃
子
の
み
な
ら
ず
得
子
も
女
性

の
自
立
し
た
活
動
に
価
値
を
置
い
て
い
た
と
察
せ
ら
れ
る
。
実
際
、
単
行
本
収
録
時
に
は

削
除
さ
れ
た
が
、
初
出
時
に
は
得
子
の
学
校
に
も
購
読
者
が
多
か
っ
た
こ
と
、
桃
子
が
わ

ざ
わ
ざ
出
版
社
か
ら
月
極
で
送
っ
て
も
ら
う
ほ
ど
熱
心
な
読
者
だ
っ
た
こ
と
ま
で
が
桃
子

の
言
葉
と
し
て
語
ら
れ
て
も
い
る
。
雑
誌
が
「
十
月
ば
か
り
で
」
終
刊
に
な
っ
た
の
は
、

実
子
が
松
本
に
来
る
半
年
ほ
ど
前
で
あ
り
、
実
際
の
『
処
女
地
』（
全
一
〇
号
）
の
動
静
と

ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り
、
実
子
の
い
う
雑
誌
が
読
者
に
『
処
女
地
』
を
想
起
さ
せ
た
で
あ
ろ

う
こ
と
は
冒
頭
の
徳
田
秋
聲
の
評
価
に
も
窺
え
よ
う
。
こ
う
し
た
「
三
人
」
に
対
し
、
小

林
一
郎
は
松
本
女
子
師
範
学
校
で
の
講
演
を
書
き
起
こ
し
た
「
イ
ブ
セ
ン
の
『
人
形
の
家
』

を
読
み
て
（
大
正
十
二
年
六
月
、
松
本
女
子
師
範
学
校
講
堂
に
て
）」『
彰
風
会
報
』（
第
一
六
号
、

一
九
二
四
・
七（（1
（

）
に
お
い
て
藤
村
が
ノ
ラ
を
「
新
し
い
女
の
代
表
的
な
型
」
と
せ
ず
、「
浮

い
た
調
子
の
婦
人
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
点
に
注
目
し
つ
つ
、
藤
村
が
発
表
直
後
に

加
藤
に
プ
ロ
ポ
ー
ズ
し
た
事
実
を
強
調
し
て
い
る（（（
（

。
つ
ま
り
、
藤
村
の
結
婚
へ
の
意
志
を

読
み
込
ん
だ
わ
け
だ
が
、
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
過
去
に
関
す
る
記
述
を
見
る
に
、
桃
子
が

五
味
先
生
の
忘
れ
て
い
っ
た
巻
煙
草
を
手
に
取
り
、
実
子
に
対
し
て
「
嘲
の
意
味
」
で
「
新

し
い
女
」
と
戯
れ
る
こ
と
を
逆
説
的
に
結
婚
の
肯
定
に
繋
げ
る
の
は
、
桃
子
ら
の
屈
折
の

意
味
を
矮
小
化
し
て
し
ま
わ
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
五
味
先
生
が
ど
の
よ
う
な
講
演
を

行
な
っ
た
の
か
は
テ
ク
ス
ト
に
書
き
込
ま
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
そ
の
日
以
降
、
実
子
は

得
子
が
涙
を
流
し
て
い
る
場
面
を
繰
り
返
し
見
た
り
聞
い
た
り
も
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
自
身
の
療
養
の
た
め
に
や
っ
て
き
た
は
ず
の
実
子
は
、
優
秀
で
将
来
を

嘱
望
さ
れ
た
学
友
た
ち
が
現
地
の
教
員
生
活
で
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と

に
次
第
に
気
付
か
さ
れ
て
い
く
。
し
か
し
、
前
述
の
通
り
、
東
京
か
ら
や
っ
て
き
た
実
子

に
は
そ
の
よ
う
な
苦
境
の
理
由
が
最
後
ま
で
は
っ
き
り
と
は
見
え
て
い
な
い
。
そ
れ
で
は

桃
子
、
得
子
が
置
か
れ
て
い
た
松
本
の
教
育
環
境
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
節
を
改
め
て
見
て
い
き
た
い
。

三
、
松
本
に
お
け
る
自
由
教
育
の
帰
趨

　

藤
村
が
生
ま
れ
た
の
と
ほ
と
ん
ど
同
時
期
、
当
時
の
筑
摩
県
参
事
（
の
ち
に
権
令
）・
永

山
盛
輝
は
政
府
が
学
制
を
敷
く
よ
り
も
半
年
ほ
ど
早
く
「
学
校
創
立
諭
告
」（
一
八
七
二
・

三
・
三
〇
※
旧
暦
で
は
二
・
二
二
）
を
発
布
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
永
山
は
松
本
藩
藩
主
の

菩
提
寺
で
あ
っ
た
全
久
院
の
跡
地
に
筑
摩
県
学
を
設
置
、
学
制
施
行
後
は
開
智
学
校
と

な
っ
た
。
筑
摩
県
下
で
も
最
初
期
の
学
校
で
あ
っ
た
が
、
永
山
は
当
校
を
拠
点
に
教
育
の

必
要
性
を
強
く
訴
え
、
長
野
県
に
合
併
さ
れ
た
一
八
七
六
年
の
同
県
の
小
学
校
学
齢
人
員

の
就
学
率
は
全
国
一
位
と
な
っ
た
ほ
ど
の
効
果
を
あ
げ
て
い
る（（1
（

。
こ
の
よ
う
に
、
長
野
県

は
明
治
初
期
か
ら
教
育
県
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
中
心
地
た
る
松
本
に
自
由
教

育
が
根
付
い
た
の
は
、
開
智
学
校
に
学
ん
だ
文
部
官
僚
・
澤
柳
政
太
郎
の
存
在
が
大
き

か
っ
た
。
今
日
、
成
城
学
園
の
創
始
者
と
し
て
知
ら
れ
る
澤
柳
は
従
来
、「
私
立
学
校
の

精
神
生
命
は
そ
の
設
立
者
の
精
神
意
見
に
あ
る
と
思
ふ
が
そ
れ
の
あ
る
も
の
は
洵
に
少
な
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い
（
（1
（

」
と
私
立
校
の
存
在
意
義
に
懐
疑
的
な
立
場
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
京
都
帝
国
大
学
の

総
長
職
を
辞
し
て
成
城
学
園
に
赴
い
て
か
ら
は
一
転
し
て
官
立
学
校
で
は
実
現
の
難
し
い

個
性
を
重
ん
じ
た
教
育
の
普
及
に
努
め
て
い
る
。
同
様
の
動
き
は
各
地
で
勃
興
し
た（（1
（

が
、

澤
柳
の
郷
里
・
松
本
に
お
い
て
そ
の
役
を
担
っ
た
の
が
東
西
南
北
会
で
あ
る
。

　

東
西
南
北
会
は
一
九
一
一
年
に
長
野
県
内
で
手
塚
縫
蔵
、
岡
村
千
馬
太
ら
教
員
や

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
医
師
そ
の
他
実
業
家
に
よ
っ
て
県
の
教
育
を
考
え
て
い
く
懇
話
会
の

よ
う
な
団
体
と
し
て
生
ま
れ
た
。
も
っ
と
も
、
当
初
は
名
簿
も
な
け
れ
ば
、
会
則
・
会
費

な
ど
も
定
め
ら
れ
て
い
な
い
ゆ
る
や
か
な
集
ま
り
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
名
称
は
雑

誌
・『
日
本
及
日
本
人
』
の
時
事
評
論
欄
「
東
西
南
北
」
か
ら
取
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と

か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
会
は
急
進
的
な
欧
化
を
批
判
し
、
日
本
固
有
の
価
値
観
を
追
求
し

た
杉
浦
重
剛
や
三
宅
雪
嶺
ら
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
思
想
に
影
響
を
受
け
て
い
た
。
彼
ら
の

活
動
は
こ
う
し
た
名
士
ら
を
招
い
た
講
演
会
の
主
催
に
出
発
し
て
い
る（（1
（

。
こ
の
講
演
会
に

つ
い
て
、
会
の
中
心
で
あ
っ
た
手
塚
は
初
め
て
三
宅
を
呼
ん
だ
際
に
「
説
議
を
聞
く
の
で

は
な
い
。
人
格

0

0

に
ふ
れ
る
の
だ
。
詞
文
を
慕
ふ
の
で
は
な
い
。
高
風
を
仰
ぐ
の
で
あ
る（（1
（

」

と
述
べ
て
お
り
、
名
士
の
人
格
に
ふ
れ
る
こ
と
で
在
地
の
教
育
者
た
ち
の
人
格
陶
冶
を
促

す
目
的
が
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
た
だ
し
、
手
塚
は
植
村
正
久
を
尊
敬
す
る
キ
リ

ス
ト
教
徒
と
し
て
松
本
聖
書
研
究
会
を
主
催
し
て
い
た
し
、
他
方
で
阿
部
次
郎
や
安
倍
能

成
ら
の
哲
学
叢
書
（
岩
波
書
店
）
を
熱
心
に
購
読
し
て
い
る
よ
う
に
西
洋
哲
学
や
そ
れ
に

影
響
を
受
け
た
同
時
代
思
想
の
動
向
に
も
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た（（1
（

。
こ
う
し
た
傾
向
は

手
塚
の
み
な
ら
ず
、
会
の
後
進
た
ち
に
も
見
出
せ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
の
人
格
陶
冶
と

は
必
ず
し
も
政
教
社
流
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
だ
け
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
旧
守
的
な
価
値

観
に
束
縛
さ
れ
な
い
個
性
の
伸
長
と
い
う
点
に
こ
そ
重
き
が
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
点
は

強
調
し
て
お
き
た
い
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
東
西
南
北
会
が
そ
の
名
を
知
ら
れ
た
契
機
が
一
九
一
四
年
に
長
野

県
師
範
学
校
校
長
の
星
菊
太
に
対
し
て
排
斥
運
動
を
起
こ
し
た
時
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
星

を
文
部
省
の
内
命
に
よ
り
当
時
信
州
の
教
員
た
ち
に
愛
読
さ
れ
て
い
た
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク

ソ
ン
や
レ
フ
・
ト
ル
ス
ト
イ
を
敵
視
す
る
官
僚
的
な
教
育
の
徒
と
し
て
『
長
野
新
聞
』
な

ど
で
批
判
の
論
陣
を
張
っ
た
。首
謀
者
の
一
人
、小
松
進
の
回
顧
に
よ
れ
ば
、「
先
生
﹇
星
﹈

は
信
州
教
育
に
理
解
な
く
、
見
識
が
低
級
で
師
範
学
校
不
適
任
と
信
ず
る
が
ゆ
え
、
こ
の

際
他
に
転
校
す
る
な
り
、退
職（（1
（

」
せ
よ
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
。手
塚
や
岡
村
ら
リ
ー

ダ
ー
格
の
教
員
は
小
松
た
ち
若
手
の
急
進
的
な
態
度
に
戸
惑
い
も
あ
り
、
ま
た
本
件
で
は

糾
弾
さ
れ
た
星
も
糾
弾
し
た
教
員
た
ち
も
、
ま
た
関
与
し
た
教
員
の
処
分
を
決
め
た
力
石

雄
一
郎
県
知
事
も
更
迭
さ
れ
て
喧
嘩
両
成
敗
の
形
と
な
っ
た
が
、
と
ま
れ
、
こ
れ
以
降
東

西
南
北
会
は
同
志
教
員
に
働
き
か
け
、
県
の
教
育
を
彼
ら
の
理
念
に
沿
う
よ
う
変
革
す
る

こ
と
を
目
指
し
て
い
っ
た
。
た
と
え
ば
、
手
塚
の
後
輩
で
『
白
樺
』
の
薫
陶
を
受
け
た
赤

羽
王
郎
に
よ
る
児
童
雑
誌
『
小
さ
い
花
』
の
刊
行
や
、
山
本
鼎
の
自
由
画
教
育
な
ど
は
こ

う
し
た
流
れ
か
ら
派
生
し
た
運
動
と
言
え
よ
う（（1
（

。

　

し
か
し
、
星
の
一
件
の
よ
う
に
、
自
由
教
育
の
思
想
は
文
部
省
の
方
針
と
は
対
立
す
る

も
の
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
推
進
派
教
員
に
は
懲
罰
的
な
人
事
が
行
わ
れ
た
。
一
九
一
九
年
、

赤
羽
は
生
徒
た
ち
に
新
し
い
書
籍
を
購
入
す
る
た
め
に
勤
務
先
（
埴
科
郡
戸
倉
小
学
校
）
の

備
品
を
売
却
し
た
こ
と
を
県
議
会
で
問
題
視
さ
れ
、
結
果
的
に
退
職
ま
で
追
い
込
ま
れ

た
。
い
わ
ゆ
る
戸
倉
事
件
で
あ
る
。
県
は
赤
羽
の
よ
う
に
雑
誌
『
白
樺
』
に
傾
倒
し
て
生

徒
の
個
性
尊
重
を
掲
げ
る
教
員
に
対
し
て
「
気
分
教
育
」
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
、
戸
倉
事

件
の
翌
年
に
は
南
安
曇
郡
倭
小
学
校
、
翌
々
年
に
は
上
伊
那
郡
中
箕
輪
小
学
校
な
ど
で
転

退
職
処
分
を
敢
行
し
、
勢
力
を
削
い
で
い
っ
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
「
気
分
教
育
」
と
結

び
つ
い
て
い
た
と
さ
れ
た
の
が
、
藤
村
が
松
本
を
訪
れ
る
前
年
の
初
め
に
下
伊
那
で
結
成

さ
れ
た
自
由
青
年
連
盟
（Liberal Young League

）
で
あ
っ
た
。
Ｌ
Ｙ
Ｌ
は
南
信
の
青
年
を

集
め
、
社
会
主
義
の
勉
強
会
を
主
催
す
る
な
ど
基
本
的
に
は
穏
健
な
活
動
に
と
ど
ま
っ
て

い
た
も
の
の
、
関
東
大
震
災
以
降
、
全
国
的
に
左
派
思
想
へ
の
警
戒
感
が
高
ま
っ
て
い
く

な
か
で
治
安
に
対
す
る
潜
在
的
な
危
険
因
子
＝
赤
化
青
年
と
見
做
さ
れ
、
県
警
は
一
九
二

四
年
三
月
一
七
日
に
メ
ン
バ
ー
一
九
人
の
一
斉
検
挙
に
踏
み
切
っ
た（11
（

。
直
前
の
二
月
二
五

日
に
は
上
伊
那
郡
上
飯
田
小
学
校
の
校
舎
が
火
災
で
焼
失
し
た
の
を
受
け
て
白
樺
派
の
教

師
・
小
松
宇
太
郎
が
取
り
調
べ
の
末
、
犯
行
を
「
自
白
」
さ
せ
ら
れ
た
が
、
本
件
に
関
し

て
県
当
局
は
『
南
信
新
聞
』
紙
上
で
小
松
を
赤
化
思
想
に
染
ま
っ
て
い
た
と
し
て
一
方
的

に
糾
弾
し
た
。
半
年
ほ
ど
し
て
小
松
は
冤
罪
で
あ
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
が
、
和
崎
光

太
郎
は
こ
の
よ
う
に
県
側
が
自
由
教
育
と
赤
化
と
を
意
図
的
に
結
び
付
け
て
そ
の
危
険
性

を
喧
伝
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
和
崎
は
東
京
高
等
師
範
学
校
教
授
・
樋
口

長
市
を
臨
時
視
学
に
迎
え
て
の
飯
田
小
学
校
、
松
本
女
子
師
範
学
校
附
属
小
学
校
の
視
察
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と
そ
れ
に
伴
う
教
員
の
指
導
法
へ
の
批
判
（
共
に
一
九
二
四
年
九
月
）
を
小
松
の
件
の
延
長

線
上
に
位
置
付
け
、
一
連
の
処
分
の
目
的
を
「
当
局
か
ら
「
赤
化
思
想
」
の
温
床
と
み
な

さ
れ
た
「
気
分
教
育
」
の
弾
圧
で
あ
っ
た
」
と
す
る（1（
（

。
特
に
後
者
は
訓
導
・
川
井
清
一
郎

が
国
定
教
科
書
を
用
い
ず
、「
護
持
院
ヶ
原
の
敵
討
」（
森
鷗
外
）
を
題
材
に
独
自
の
修
身

の
授
業
を
行
な
い
、
樋
口
ら
に
叱
責
さ
れ
、
結
果
的
に
懲
戒
免
職
に
追
い
込
ま
れ
た
川
井

訓
導
事
件
と
し
て
今
日
で
も
弾
圧
の
象
徴
と
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
川
井
擁
護
派
に
よ
る

抗
議
の
声
も
あ
っ
た
も
の
の
、
周
辺
へ
の
教
育
方
針
上
の
影
響
力
が
強
い
松
本
の
女
子
師

範
学
校
を
標
的
と
し
た
効
果
は
大
き
く
、
県
内
の
自
由
教
育
推
進
の
機
運
は
急
速
に
萎
ん

で
い
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
長
野
県
下
に
て
東
西
南
北
会
や
そ
の
周
辺
の
人
々
が
牽
引
し
た
自
由

教
育
は
、
少
な
く
と
も
一
九
二
〇
年
前
後
ま
で
は
そ
の
勢
い
を
保
持
し
て
い
た
。
し
か
し
、

そ
れ
は
国
お
よ
び
県
の
考
え
る
教
育
と
は
相
反
し
て
お
り
、
そ
の
後
は
官
選
で
送
り
込
ま

れ
た
保
守
派
県
知
事
ら
の
圧
力
に
よ
っ
て
勢
い
を
失
っ
て
い
く
。
就
中
、
川
井
訓
導
事
件

に
代
表
さ
れ
る
一
九
二
四
年
に
立
て
続
け
に
行
わ
れ
た
人
事
処
分
は
そ
の
後
の
趨
勢
に
対

し
て
決
定
的
な
意
味
を
持
っ
た
。
一
九
二
〇
年
代
の
松
本
は
第
一
に
そ
う
し
た
教
育
を
め

ぐ
る
対
立
に
引
き
裂
か
れ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
次
節
で
は
こ
の
よ
う
な
問
題
と
関
連
し
て

女
子
教
育
が
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
の
か
を
検
討
す
る
。

四
、
女
子
教
育
の
受
難

　

二
〇
世
紀
に
入
る
ま
で
長
野
県
内
の
女
性
教
員
は
男
性
教
員
に
比
べ
て
少
な
く
、
ま
た

待
遇
に
関
し
て
も
差
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
〇
五
年
に
長
野
県
師
範
学
校
か
ら
松
本

女
子
師
範
学
校
が
分
離
さ
れ
、
女
子
教
育
専
門
の
場
が
整
備
さ
れ
る
な
ど
す
る
な
か
で
そ

の
数
は
漸
進
的
に
増
え
て
い
っ
た
。
そ
う
と
は
言
え
、
彼
女
た
ち
に
対
す
る
保
守
的
な
価

値
観
は
容
易
に
は
変
わ
ら
ず
、
一
九
一
〇
年
代
に
入
っ
て
も
し
ば
ら
く
の
間
、
女
性
は
教

員
と
し
て
男
性
に
劣
る
と
い
う
偏
見
が
蔓
延
っ
て
い
た
。
次
に
引
く
の
は
一
九
一
七
年
当

時
諏
訪
郡
視
学
で
あ
っ
た
久
保
田
俊
彦
（
島
木
赤
彦
）
が
発
表
し
た
「
女
及
び
女
教
員
」

で
あ
る
。

す
べ
て
女
教
員
の
み
に
限
ら
ず
、
女
が
家
を
外
に
し
て
独
立
し
た
る
職
業
を
営
む
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

事
甚
だ
自
然
に
あ
ら
ず

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
打
見
た
る
に
て
凄
ま
じ
き
心
地
す
。
女
教
員
の
未
婚
者
な

る
う
ち
は
猶
見
安
し
。
既
婚
者
乃
至
子
育
て
る
女
が
袴
穿
ち
て
路
上
を
歩
め
る
は
何

の
現
象
ぞ
や
と
思
は
る
。
こ
の
事
予
一
人
の
情
の
偏
れ
る
に
あ
ら
ず
。
大
抵
の
人
皆

爾
か
思
へ
り
。
万
人
の
皆
爾
か
思
ふ
は
、
自
ら
人
間
自
然
の
本
性
に
根
ざ
せ
る
な

り
（
11
（

。

　

久
保
田
自
身
は
自
由
教
育
の
担
い
手
で
は
な
か
っ
た
が
、
早
く
か
ら
東
西
南
北
会
の
手

塚
や
岡
村
と
も
親
し
く
付
き
合
っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
人
物
で
す
ら
こ
れ
ほ
ど
頑
迷
な

態
度
を
と
っ
て
い
た
こ
と
は
当
時
の
信
州
に
お
け
る
女
子
教
育
へ
の
理
解
の
な
さ
を
想
像

さ
せ
る
に
足
る
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
変
え
た
の
は
前
節
の
冒
頭
に
も
取
り
上
げ
た
澤
柳
政
太
郎
で
あ
っ

た
。
一
九
一
三
年
に
日
本
で
最
初
に
女
子
三
名
を
正
規
学
生
と
し
て
受
け
入
れ
た
の
が
東

北
帝
国
大
学
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
澤
柳
は
当
時
総
長
を
退
い
て
い

た
も
の
の
、
在
職
時
に
男
子
し
か
入
学
で
き
な
い
と
い
う
規
定
が
な
い
以
上
、
女
子
も
受

験
に
合
格
す
れ
ば
入
学
出
来
る
は
ず
だ
と
主
張
し
、
女
子
学
生
の
大
学
進
学
へ
の
道
筋
を

つ
け
た（11
（

。
か
よ
う
に
女
子
教
育
に
対
し
て
先
進
的
な
立
場
を
採
っ
た
澤
柳
を
会
長
に
迎
え

た
の
が
帝
国
教
育
会
で
あ
る（11
（

。
澤
柳
は
会
長
に
就
く
や
早
速
全
国
の
小
学
校
に
お
け
る
女

性
教
員
問
題
を
調
査
す
る
た
め
、
全
国
の
教
育
関
係
者
か
ら
意
見
を
聴
取
し
、
統
計
を
ま

と
め
て
一
九
一
六
年
八
月
の
『
帝
国
教
育
』（
第
四
〇
九
号
）
に
発
表
す
る（11
（

。
さ
ら
に
翌
年

に
は
こ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
全
国
女
教
員
大
会
の
開
催
を
決
定
し
、
各
県
教
育
会
に
通
知

し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
長
野
県
は
ま
ず
各
郡
で
女
教
育
会
を
開
催
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
代

表
を
決
定
し
、
九
月
に
松
本
女
子
師
範
学
校
附
属
小
学
校
の
講
堂
で
県
大
会
を
開
い
た
。

こ
の
結
果
、
県
大
会
と
続
く
全
国
大
会
で
は
女
性
教
員
の
抱
え
る
諸
問
題
が
提
議
さ
れ
、

教
員
た
ち
に
共
有
さ
れ
た
。
一
連
の
大
会
が
「
女
性
の
大
会
と
い
い
な
が
ら
も
、
男
性
に

よ
っ
て
組
織
さ
れ
、
男
性
に
よ
っ
て
進
行（11
（

」
さ
れ
た
と
い
う
指
摘
は
否
定
し
難
い
が
、
こ

れ
を
契
機
と
し
て
県
内
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
女
権
論
が
論
じ
ら
れ
る
素
地
が
整
っ
て
い
っ

た
。
ま
た
、
既
存
の
教
育
観
へ
の
反
発
か
ら
発
展
し
て
い
っ
た
自
由
教
育
が
そ
う
し
た
思

想
の
受
け
皿
に
な
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。「
三
人
」
に
お
い
て
物
語
の
現
在
時

を
一
九
二
三
年
と
す
る
な
ら
ば
、「
も
う
三
年
ば
か
り
も
こ
の
土
地
に
女
学
校
の
教
師
を
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し
て
居
る
」
と
い
う
桃
子
が
松
本
に
赴
任
し
た
の
は
一
九
二
〇
年
前
後
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
機
運
が
盛
り
上
が
り
を
見
せ
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た（11
（

。

　

し
か
し
、
前
節
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
自
由
教
育
へ
の
圧
力
は
一
九
二
〇
年
代
に
入
っ
て

次
第
に
強
ま
っ
て
い
き
、
一
九
二
四
年
九
月
の
川
井
訓
導
事
件
に
至
る
わ
け
で
あ
る
が
、

本
節
で
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
川
井
清
一
郎
が
叱
責
さ
れ
た
原
因
が
彼
の
修
身
の
授
業

で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
規
範
的
な
徳
育
を
教
え
る
科
目
と
し
て
の
修
身
は
、
自
由

教
育
と
国
の
教
育
の
衝
突
点
で
あ
っ
た
た
め
、
川
井
に
限
ら
ず
自
身
の
裁
量
に
よ
る
授
業

を
行
う
教
員
が
多
く
い
た
。
た
と
え
ば
東
西
南
北
会
の
中
心
で
あ
っ
た
手
塚
縫
蔵
は
折
か

ら
既
存
の
修
身
無
用
論
を
主
張
し
て
い
た
し
、
白
樺
派
の
う
ち
に
は
国
定
教
科
書
に
掲
載

さ
れ
て
い
な
い
レ
フ
・
ト
ル
ス
ト
イ
や
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ロ
ダ
ン
な
ど
自
ら
選
ん
だ
文
章

を
教
材
に
し
て
授
業
を
す
る
教
員
も
多
く
い
た（11
（

。
し
て
み
れ
ば
、
自
由
教
育
へ
の
逆
風
は

必
然
的
に
修
身
の
復
権
を
も
意
味
し
て
い
た
は
ず
だ（11
（

。
そ
れ
で
は
、
当
時
の
修
身
は
ど
の

よ
う
な
女
性
観
を
良
し
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

小
山
静
子
に
よ
れ
ば
、
端
的
に
そ
れ
は
従
前
の
良
妻
賢
母
論
に
性
別
ご
と
に
適
当
な
職

分
が
あ
る
と
す
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ロ
ー
ル
的
視
点
を
加
え
、
女
性
を
国
民
統
合
へ
と
よ
り

強
く
導
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た（11
（

。
無
論
、
学
校
教
育
の
現
場
に
限
ら
ず
、
一
九
二
〇

年
前
後
に
は
他
国
の
動
向
を
受
け
て
女
性
の
参
政
権
や
職
業
、
性
差
を
踏
ま
え
た
男
女
平

等
の
問
題
な
ど
が
日
本
に
お
い
て
も
積
極
的
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
修
身

に
も
そ
う
し
た
影
響
は
あ
る
程
度
認
め
ら
れ
る
に
せ
よ
、
根
幹
の
規
範
は
揺
る
が
な
い
。

実
際
、
小
山
の
議
論
に
立
脚
し
て
各
修
身
教
科
書
の
女
性
観
を
分
析
し
た
姜
華
は
、
数
多

く
の
修
身
教
科
書
を
編
ん
で
き
た
井
上
哲
次
郎
の
『
女
子
修
身
教
科
書
』（
全
三
巻
、
金
港

堂
、
一
九
二
五
）
に
「
男
女
の
人
間
的
価
値
の
同
一
性
を
主
張
し
た
点
」
を
認
め
つ
つ
、「
性

別
役
割
論
に
基
づ
い
て
女
性
の
家
庭
内
役
割
を
強
調
し
て
い
た
点
も
明
治
期
の
修
身
教
科

書
と
基
本
的
に
変
わ
り
は
な
く
、
保
守
的
色
彩
の
濃
い
」
も
の
だ
っ
た
と
し
て
い
る（1（
（

。
あ

る
い
は
い
ち
早
く
女
子
教
育
の
重
要
性
を
説
い
て
い
た
澤
柳
に
あ
っ
て
も
か
よ
う
な
価
値

観
か
ら
自
由
で
は
な
か
っ
た
。
姜
は
ま
た
澤
柳
（『
改
訂
女
子
修
身
訓
』
全
五
巻
、
同
文
館
、
一

九
二
四
）
に
つ
い
て
も
「
女
性
の
職
業
や
参
政
権
を
一
定
程
度
容
認
す
る
記
述
も
見
ら
れ

る
が
、
し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
男
性
の
補
助
的
な
も
の
」
だ
と
し
、「
家
族
主
義
に
基
づ

く
性
別
役
割
論
を
基
本
と
し
つ
つ
、
時
代
状
況
に
合
わ
せ
て
微
調
整
し
た
」
に
過
ぎ
な
い

と
手
厳
し
い
評
価
を
与
え
て
い
る（11
（

。
そ
れ
は
進
歩
的
な
立
場
の
言
論
人
の
目
に
ど
う
映
っ

た
だ
ろ
う
か
。『
処
女
地
』
で
加
藤
静
子
が
紹
介
に
努
め
た
女
権
論
者
の
エ
レ
ン
・
ケ
イ

の
著
書
を
多
数
邦
訳
し
て
い
る
本
間
久
雄
は
井
上
、
澤
柳
に
加
え
、
文
部
省
の
修
身
教
科

書
を
読
み
、「
以
上
列
挙
し
た
教
科
書
の
教
義
と
す
る
婦
徳
、
婦
人
処
世
訓
等
の
根
本
に

蟠
ま
つ
て
ゐ
る
消
極
的
な
、
旧
式
な
保
守
的
な
思
想
、
及
び
そ
の
思
想
を
根
底
と
す
る
教

育
方
針
こ
そ
は
現
代
を
し
て
危
険
な
ら
し
め
る
最
も
大
い
な
る
機
縁
の
一
つ
で
あ
る
と
思

は
ず
に
は
居
ら
れ
な
い（11
（

」
と
論
難
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
自
由
教
育
に
対
す
る
揺
り
戻
し
と
し
て
の
修
身
の
復
権
は
、
旧
来
の
良

妻
賢
母
論
的
な
女
性
観
を
改
め
て
強
調
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
久
保
田
の
「
女

が
家
を
外
に
し
て
独
立
し
た
る
職
業
を
営
む
事
は
甚
だ
自
然
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
価
値
観

は
な
お
根
強
く
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
一
九
二
〇
年
代
の
信
州
松
本
で
女
性
教
員

と
し
て
女
子
教
育
に
従
事
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
思
潮
と
直
面
し
、
か
つ
そ
の
変
化
の
た

だ
な
か
に
身
を
置
く
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
最
後
に
「
三
人
」
の
テ
ク

ス
ト
に
戻
っ
て
改
め
て
こ
の
問
題
を
検
討
し
た
い
。

五
、「
三
人
」
に
お
け
る
女
性
た
ち
の
岐
路

　

さ
て
、
前
の
二
節
で
見
て
き
た
よ
う
な
松
本
と
当
地
の
教
育
の
問
題
は
「
三
人
」
の
な

か
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
表
出
し
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
次
に
引

く
、
桃
子
た
ち
が
偶
然
宿
に
居
合
わ
せ
た
「
以
前
の
学
校
の
語
学
の
教
師
で
、
亜
米
利
加

生
れ
の
婦
人
」
を
見
送
り
に
出
て
い
る
間
の
一
場
面
で
あ
る
。

実
子
は
独
り
桃
子
の
部
屋
に
残
つ
て
居
て
、
友
達
の
書
棚
な
ぞ
を
見
に
行
つ
た
。
書

棚
と
は
言
つ
て
も
、
古
い
床
の
間
に
並
ん
だ
袋
戸
棚
の
上
を
清
潔
に
取
片
付
け
て
、

日
頃
の
心
の
糧
と
す
る
や
う
な
書
物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
そ
こ
に
並
べ
て
あ
る
。
あ
の
友
達
は
教
育
に

関
し
た
も
の
を
多
く
集
め
て
置
い
た
が
、
そ
の
中
に
ま
じ
つ
て
、
ケ
エ
ベ
ル
博
士
の

0

0

0

0

0

0

0

小
品
集

0

0

0

、
そ
れ
か
ら
阿
部
さ
ん

0

0

0

0

0

0

0

0

、
和
辻
さ
ん
な
ど
の
著
書

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
見
え
る
。

　

実
子
の
視
線
に
捉
え
ら
れ
る
の
は
、
桃
子
の
慎
ま
し
い
下
宿
部
屋
の
片
隅
に
彼
女
が

「
日
頃
の
心
の
糧
」
と
し
て
い
る
書
物
群
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
教
育
関
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係
の
そ
れ
ら
と
一
緒
に
「
ケ
エ
ベ
ル
博
士
」、「
阿
部
さ
ん
、
和
辻
さ
ん
な
ど
」
の
著
書
が

並
ん
で
い
る
点
だ
。
藤
村
の
小
説
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
は
同
時
代
の
著
者
が
そ
の
ま
ま
名

前
を
出
さ
れ
る
の
も
や
や
珍
し
い
が
、
こ
こ
で
列
挙
さ
れ
た
「
ケ
エ
ベ
ル
博
士
」
は
言
う

ま
で
も
な
く
、
東
京
帝
国
大
学
の
教
壇
で
哲
学
や
美
学
を
講
じ
た
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
フ
ォ

ン
・
ケ
ー
ベ
ル
で
あ
り
、「
阿
部
さ
ん
、
和
辻
さ
ん
」
は
そ
の
薫
陶
を
受
け
た
阿
部
次
郎
、

和
辻
哲
郎
で
あ
る
。「
ケ
エ
ベ
ル
博
士
の
小
品
集
」
と
い
う
の
は
、
阿
部
が
編
集
長
を
務

め
た
岩
波
書
店
の
雑
誌
『
思
潮
』
な
ど
に
掲
載
し
た
文
章
を
ま
と
め
た
『
ケ
ー
ベ
ル
博
士

小
品
集
』（
深
田
康
算
、
久
保
勉
﹇
訳
﹈、
一
九
一
九
・
六
）
や
『
ケ
ー
ベ
ル
博
士
小
品
集 

続
』（
久

保
勉
﹇
訳
﹈、
一
九
二
三
・
一
）
な
ど
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
ケ
ー
ベ
ル
が
亡

く
な
っ
た
の
は
ま
さ
に
藤
村
が
山
辺
温
泉
に
逗
留
中
の
一
九
二
三
年
六
月
一
四
日
で
、
直

後
に
は
『
思
想
』（
第
二
三
号
、
一
九
二
三
・
八
）
に
特
集
が
組
ま
れ
、
和
辻
を
は
じ
め
多
く

の
教
え
子
た
ち
が
追
悼
の
言
葉
を
寄
せ
て
い
る
。

　

さ
て
、
数
は
少
な
い
な
が
ら
も
厳
選
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
蔵
書
か
ら
、
桃
子
は
人
格
主

義
的
な
思
想
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
人
格
主
義

と
は
阿
部
の
「
人
格
の
成
長
と
発
展
と
を
以
て
至
上
の
価
値
と
な
し
、
こ
の
第
一
義
の
価

値
と
の
連
関
に
於
い
て
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
価
値
の
意
義
と
等
級
と
を
定
め
て
行
か
う
と
す

る
も
の（11
（

」
と
い
う
説
明
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
思
想
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
第
三
節
で
見
た

東
西
南
北
会
・
手
塚
縫
蔵
ら
の
人
格
陶
冶
の
教
育
方
針
と
呼
応
し
て
お
り
、
当
の
手
塚
自

身
が
阿
部
の
熱
心
な
読
者
で
あ
っ
た
こ
と
も
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
東
西
南

北
会
と
関
わ
り
の
深
い
松
本
教
育
会
は
一
九
二
一
年
に
和
辻
と
安
倍
能
成
を
講
習
会
に
招

待
し
て
い
る
な
ど
松
本
に
は
そ
う
し
た
思
想
を
進
取
す
る
気
風
が
あ
っ
た（11
（

。
無
論
、
こ
の

よ
う
な
背
景
は
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
実
子
が
取
り
組
む

雑
誌
を
支
持
し
つ
つ
、「
ケ
エ
ベ
ル
博
士
」、「
阿
部
さ
ん
、
和
辻
さ
ん
な
ど
の
著
書
」
を

愛
読
す
る
桃
子
に
は
そ
う
し
た
松
本
の
自
由
教
育
と
間
違
い
な
く
親
和
的
で
あ
っ
た
は
ず

だ
（
11
（

。
だ
が
、
そ
の
人
格
主
義
も
自
由
教
育
の
趨
勢
と
踵
を
接
す
る
よ
う
に
、
一
九
二
二
年

に
は
竹
内
仁
の
「
阿
部
次
郎
氏
の
人
格
主
義
を
難
ず
」（『
新
潮
』
第
三
六
巻
第
二
号
、
一
九
二

二
・
二
）
に
よ
っ
て
阿
部
の
主
張
が
指
弾
さ
れ
、
影
響
力
を
失
っ
て
い
っ
て
い
た
。
相
田

隆
太
郎
は
そ
の
年
末
に
「
新
人
竹
内
仁
氏
出
で
て
本
誌
﹇『
新
潮
』﹈
の
二
月
号
で
、
ブ
ル

ジ
ョ
ア
批
評
壇
の
大
家
阿
部
次
郎
氏
の
虎
の
巻
た
る
人
格
主
義
の
思
想
的
論
拠
を
、
第
四

新
興
階
級
の
立
場
か
ら
根
本
的
に
論
破
す
る
や
、
既
に
動
揺
の
兆
が
あ
つ
た
文
芸
批
評
壇

は
益
々
急
角
度
の
回
転
に
向
ふ
機
運
を
示
し
た
」
と
総
括
し
て
い
る（11
（

。
こ
こ
で
注
意
し
た

い
の
は
、
人
格
主
義
が
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
思
想
と
し
て
階
級
的
な
問
題
意
識
か
ら
ま
ず
批
判
さ

れ
た
点
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
一
九
二
〇
年
前
後
か
ら
の
女
権
意
識
の
盛
り
上
が
り
に
は
、

『
解
放
』
な
ど
が
共
産
主
義
的
な
立
場
か
ら
一
夫
一
妻
の
婚
姻
制
度
を
批
判
す
る
記
事
を

掲
載
し
た
こ
と
な
ど
も
大
き
く
影
響
し
て
お
り
、
直
接
参
照
し
た
か
は
別
に
し
て
も
そ
う

し
た
議
論
が
女
性
た
ち
に
結
婚
を
相
対
化
す
る
視
点
を
も
た
ら
し
た（11
（

。
し
て
み
れ
ば
、
か

よ
う
な
思
想
対
立
が
そ
こ
に
期
待
を
抱
い
て
い
た
人
々
を
挟
撃
し
、
大
い
に
失
望
さ
せ
た

こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
よ
う
。

　

さ
て
、「
三
人
」
の
テ
ク
ス
ト
の
議
論
に
戻
る
。
次
の
引
用
は
や
は
り
単
行
本
で
書
き

足
さ
れ
た
実
子
と
彼
女
の
横
で
「
む
つ
か
し
い
感
想
集
の
や
う
な
も
の
」
を
読
ん
で
い
る

桃
子
と
の
対
話
の
場
面
だ
が
、
こ
こ
に
は
近
時
に
お
け
る
桃
子
の
読
書
へ
の
姿
勢
の
変
化

が
垣
間
見
え
る
。

桃
子
は
本
を
読
む
で
も
な
く
、
一
つ
と
こ
ろ
を
ぢ
つ
と
見
つ
め
て
居
た
。

『
ど
う
し
た
の
。』

『
そ
の
時
そ
の
時
の
感
興
や
教
訓
は
与
へ
ら
れ
て
も
、
斯
う
し
て
い
ろ
〳
〵
読
ん
で

見
た
つ
て
…
…
』

と
桃
子
は
半
分
独
語
の
や
う
に
言
つ
た
。
そ
の
意
味
は
、
自
分
の
考
へ
に
統
一
を
与

へ
る
や
う
な
力
に
な
る
も
の
が
無
い
と
い
ふ
に
あ
る
ら
し
か
つ
た
。

　

桃
子
が
読
書
に
対
し
て
信
頼
を
失
い
つ
つ
あ
る
の
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
実
子
が
桃
子
の

「
日
頃
の
心
の
糧
」
だ
と
認
識
し
て
い
た
は
ず
の
読
書
が
こ
こ
で
は
か
く
も
悲
観
的
に
捉

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
初
出
に
対
す
る
同
時
代
評
価
で
は
「
田
舎
で
先
生
を
し
て
」
い
る
「
結
婚

期
を
過
ぎ
た
中
年
の
女
」
た
ち
の
内
面
が
曖
昧
な
形
で
し
か
表
出
さ
れ
て
い
な
い
点
に
批

判
が
集
ま
っ
た
こ
と
は
最
初
に
確
認
し
た
が
、
右
の
部
分
を
含
め
て
本
稿
が
引
用
し
て
き

た
単
行
本
時
に
加
筆
さ
れ
た
記
述
か
ら
は
、「
学
芸
に
志
す
人
ば
か
り
の
や
う
な
立
派
な

家
族
」
の
な
か
で
自
身
も
優
秀
だ
っ
た
桃
子
が
教
員
と
し
て
松
本
に
赴
任
し
、
周
囲
か
ら
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の
結
婚
の
圧
力
と
同
時
に
自
分
が
読
ん
で
き
た
も
の
が
「
考
へ
に
統
一
を
与
へ
る
や
う
な

力
」
と
な
ら
な
い
無
力
感
に
苛
ま
れ
て
い
っ
た
姿
が
浮
上
し
て
く
る
。

　

こ
こ
で
再
び
こ
の
改
稿
の
問
題
に
ふ
れ
る
と
、
第
二
節
冒
頭
に
引
い
た
加
藤
静
子
宛
の

書
簡
に
あ
る
よ
う
に
、
ま
ず
初
出
の
原
稿
は
一
九
二
四
年
の
二
月
半
ば
に
は
完
成
さ
れ
て

い
た
。
そ
こ
か
ら
単
行
本
の
刊
行
ま
で
は
三
ヶ
月
余
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
期
に
い
わ
ゆ

る
気
分
教
育
＝
赤
化
青
年
批
判
の
口
火
が
切
ら
れ
、
本
格
的
な
弾
圧
が
強
ま
っ
て
い
っ
た

こ
と
、
あ
る
い
は
藤
村
と
も
個
人
的
な
親
交
の
あ
っ
た
手
塚
や
赤
羽
王
郎
の
周
辺
環
境
の

変
化
な
ど
を
併
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
右
の
よ
う
な
桃
子
の
描
写
の
充
実
は
こ
う
し
た
一

連
の
問
題
を
内
包
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
四
月
二
一
日
付
の
加
藤
静

子
宛
書
簡
で
は
加
藤
に
会
話
文
な
ど
の
修
正
意
見
を
求
め
て
お
り
、
五
月
二
四
日
付
の
新

潮
社
・
中
根
駒
之
助
宛
書
簡
で
は
既
に
原
稿
受
け
渡
し
の
準
備
＝
脱
稿
が
出
来
て
い
る
と

述
べ
て
い
る
こ
と
を
加
味
す
れ
ば
、
書
き
直
し
は
こ
の
約
ひ
と
月
の
間
に
行
な
わ
れ
た
と

推
測
さ
れ
、
ち
ょ
う
ど
気
分
教
育
批
判
が
始
ま
っ
た
直
後
に
当
た
る（11
（

。
よ
し
ん
ば
個
別
の

問
題
が
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
一
九
二
〇
年
代
の
松
本
で
は
自
由
教
育
へ

の
引
き
締
め
や
そ
れ
を
支
え
て
き
た
人
格
主
義
へ
の
階
級
論
的
な
批
判
、
あ
る
い
は
こ
れ

と
逆
に
良
妻
賢
母
観
を
推
奨
す
る
修
身
の
復
権
、
そ
れ
ら
が
多
重
に
当
地
の
女
性
教
員
に

の
し
か
か
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、「
三
人
」
に
お
い
て
桃
子
、
得
子
が
教
員
を
諦
め
よ
う

と
し
て
い
た
の
は
か
よ
う
な
環
境
の
な
か
で
あ
っ
た
。
し
て
み
れ
ば
、「
渡
米
で
も
し
て

0

0

0

0

0

0

、

し
つ
か
り
勉
強
の
途
を
立
て
る
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
さ
も
な
か
つ
た
ら
早
く
家
を
持
て
」
と
桃
子
が
家
族

か
ら
示
さ
れ
た
選
択
肢
の
う
ち
、
前
者
が
最
初
か
ら
諦
め
ら
れ
て
い
る
点
は
看
過
さ
れ
る

べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
で
は
一
九
二
〇
年
前
後
か
ら
ヘ
レ
ン
・
パ
ー
カ
ー
ス

ト
に
よ
っ
て
理
論
化
さ
れ
た
ダ
ル
ト
ン
（
ド
ル
ト
ン
）・
プ
ラ
ン
に
よ
る
生
徒
個
人
の
自
主

性
を
重
ん
じ
た
教
育
法
が
一
部
学
校
で
実
践
さ
れ
、
日
本
か
ら
も
澤
柳
政
太
郎
ら
が
視
察

に
訪
れ
て
お
り
、
一
九
二
二
年
に
は
成
城
小
学
校
で
試
験
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
も
い

た
。
こ
う
し
た
新
教
育
の
実
験
場
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
へ
勉
強
に
行
く
こ
と
を
早
々
に
断

念
し
た
点
は
意
識
さ
れ
ず
、
実
子
が
反
応
し
得
た
の
は
、
桃
子
が
専
ら
結
婚
を
当
座
の
問

題
だ
と
述
べ
て
い
る
点
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
実
子
の
視
差
に
こ
そ
、
問
題
が

伏
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

　

以
上
を
ま
と
め
る
と
、「
三
人
」
の
初
出
か
ら
単
行
本
へ
の
改
稿
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な

い
も
の
の
、
主
に
桃
子
の
周
辺
情
報
の
加
筆
に
集
中
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
桃
子
、
得
子

が
松
本
で
女
性
教
員
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

暮
ら
す
困
難
さ
が
強
調
さ
れ
た
の
だ
が
、
こ
の
改
稿
に
よ
っ

て
も
そ
の
土
地
固
有
の
教
育
観
の
問
題
は
理
解
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
大
多
数
の
読
者
は
引

き
続
き
東
京
か
ら
や
っ
て
来
た
実
子
の
内
的
焦
点
化
に
よ
っ
て
「
結
婚
期
を
過
ぎ
た
中
年

の
女
」
た
ち
と
い
う
点
の
み
を
読
み
取
っ
た
。
別
言
す
れ
ば
、「
三
人
」
の
改
稿
に
は
そ

の
よ
う
な
都
市
と
地
方
の
情
報
差
と
そ
こ
か
ら
生
じ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
女
性
た
ち
の
分
断
自

体
が
構
造
化
さ
れ
て
い
た（11
（

。
こ
の
直
後
に
は
川
井
訓
導
事
件
な
ど
が
起
こ
り
、
松
本
の
自

由
教
育
の
機
運
が
潰
え
た（1（
（

こ
と
は
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
通
り
で
あ
り
、
そ
れ
は
程
な
く

し
て
全
国
に
も
波
及
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
か
ね
て
か
ら
地
方
や
女
性
の
教
育
の
問

題
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
藤
村
が
そ
う
し
た
問
題
を
い
ち
早
く
描
出
し
た
の
が
「
三

人
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
で
あ
っ
た
。

注（1
）　

初
出
『
改
造
』
掲
載
時
か
ら
『
藤
村
パ
ン
フ
レ
ツ
ト 

第
二
輯
』
の
間
に
は
主
と
し
て
桃
子
の

情
報
に
関
し
て
の
加
筆
（
一
部
削
除
）
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
の
部
分
の
記
述
の
差
異
に
注
目

す
る
た
め
、
引
用
は
原
則
と
し
て
後
者
に
拠
る
。
そ
の
際
、
旧
字
は
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
は
適
宜

省
略
し
た
。

（
2
）　
「
島
崎
藤
村
氏
、
突
如
の
結
婚 

門
弟
加
藤
し
づ
女
と 

親
友
も
知
ら
ぬ
間
の
婚
礼
」『
東
京
朝
日

新
聞
』（
朝
刊
、
一
九
二
八
・
一
一
・
六
）。

（
3
）　

久
米
正
雄
、
徳
田
秋
聲
、
加
能
作
次
郎
、
宮
島
新
三
郎
、
菊
池
寛
、
中
村
武
羅
夫
「
新
潮
合
評

会 

第
十
三
回
（
四
月
の
創
作
）」（『
新
潮
』
第
四
〇
巻
第
五
号
、
一
九
二
四
・
五
、
七
二
頁
）。

（
4
）　

田
山
花
袋
、
芥
川
龍
之
介
、
久
米
正
雄
、
宇
野
浩
二
、
加
能
作
次
郎
、
千
葉
亀
雄
、
久
保
田
万

太
郎
、
中
村
武
羅
夫
「
新
潮
合
評
会 

第
二
十
一
回
（
二
月
の
創
作
）」（『
新
潮
』
第
四
二
巻
第
二

号
、
一
九
二
五
・
二
）
で
の
「
伸
び
支
度
」（『
新
潮
』
第
四
〇
巻
第
一
号
、
一
九
二
五
・
一
）
評

価
な
ど
。

（
5
）　

前
掲
注（
3
）、
七
三
頁
。
同
様
の
批
判
は
藤
村
と
加
藤
の
関
係
を
理
解
し
て
い
た
平
野
謙
も
踏

襲
し
て
お
り
、「『
三
人
』
に
お
け
る
作
者
の
感
情
移
入
が
、『
あ
る
女
の
生
涯
』
に
お
け
る
そ
れ

に
く
ら
べ
て
、
ま
だ
ま
だ
深
切
で
は
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
（「
解
説
」『
嵐
・
あ
る
女
の
生

涯
』
新
潮
文
庫
、
一
九
六
九
・
二
、
二
八
〇
頁
）。

（
6
）　

中
澤
静
雄
「
四
月
の
創
作
評
」（『
早
稲
田
文
学
』
第
二
一
九
号
、
一
九
二
四
・
五
、
一
一
五
頁
）。

（
7
）　

武
藤
直
治
「
第
三
章
『
新
生
』
よ
り
『
嵐
』
へ 

現
実
主
義
の
新
展
開
」（『
藤
村
の
作
品
と
鑑
賞
』

弘
文
社
、
一
九
四
九
・
二
、
一
一
二
頁
）。

（
8
）　

一
九
二
四
年
二
月
一
三
日
付
・
加
藤
静
子
宛
書
簡
（『
藤
村
全
集 

第
一
七
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
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九
六
八
・
一
一
、
三
二
四
頁
）。

（
9
）　

こ
の
箇
所
も
単
行
本
収
録
時
に
加
筆
さ
れ
た
。

（
10
）　
『
春
を
待
ち
つ
ゝ
』（
ア
ル
ス
、一
二
九
五
・
三
）
収
録
時
に
加
筆
修
正
さ
れ
、「
イ
プ
セ
ン
の
『
人

形
の
家
』
を
読
み
て
」
と
改
題
さ
れ
た
。

（
11
）　

小
林
一
郎
「
八 

島
崎
藤
村
変
身
の
意
義
│
│
作
品
『
三
人
』
を
中
心
に
│
│
」（『
島
崎
藤
村

研
究
』
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
六
・
九
）。

（
12
）　
『
文
部
省 
第
四
年
版 

明
治
九
年
度 

第
一
冊
』「
明
治
九
年
府
県
小
学
校
教
員
生
徒
及
学
齢
人

員
表
」
の
「
学
齢
人
員
百
中
就
学
生
徒
比
例
」
に
よ
れ
ば
、
長
野
県
は
六
三
・
二
四
％
と
な
っ
て

お
り
、
三
八
府
県
中
首
位
と
な
っ
て
い
た
。

（
13
）　

澤
柳
政
太
郎
「
我
国
の
私
立
学
校
」（『
退
耕
録
』
丙
午
出
版
社
、
一
九
〇
九
・
四
、
一
〇
九
頁
）。

（
14
）　

そ
う
し
た
学
校
の
一
つ
が
、
藤
村
の
明
治
女
学
校
で
教
え
子
・
羽
仁
も
と
子
が
一
九
二
一
年
に

開
い
た
自
由
学
園
で
あ
り
、
藤
村
は
長
女
の
柳
子
を
当
学
園
に
入
学
さ
せ
て
い
る
。

（
15
）　

藤
村
も
一
九
一
七
年
五
月
一
四
日
の
午
後
に
「
最
近
仏
国
文
学
の
印
象
」
と
題
し
た
講
演
を
行

な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
主
催
自
体
は
東
西
南
北
会
で
は
な
く
、
松
本
市
と
東
筑
摩
の
教
育
会
共

同
の
郡
市
連
合
総
集
会
（
常
集
会
）
で
あ
り
、
会
場
に
は
松
本
中
学
校
講
堂
が
使
用
さ
れ
た
。

（
16
）　

無
縫
生
「
雪
嶺
三
宅
博
士
」（『
信
濃
公
論
』
第
八
三
号
、
一
九
一
〇
・
六
・
一
）。
同
紙
上
で

は
手
塚
は
無
縫
生
、
天
無
縫
、
嶺
間
生
の
筆
名
を
用
い
て
い
る
。

（
17
）　

海
野
盛
義
に
よ
れ
ば
、
玉
川
村
（
現
在
の
茅
野
市
）
の
玉
川
尋
常
高
等
小
学
校
在
職
時
の
手
塚

は
、
小
学
校
に
哲
学
書
は
不
要
と
し
て
村
役
場
が
代
金
を
支
払
わ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
ら
の
本
を
積
極
的
に
自
費
で
購
入
し
て
い
た
と
い
う
（「
玉
川
時
代
の
手
塚
縫
蔵
先
生
」『
信

濃
教
育
』（
一
〇
二
〇
号
、
一
九
七
四
・
一
一
）。
ま
た
、
阿
部
次
郎
の
著
作
へ
の
関
心
は
、
手
塚

の
和
田
小
学
校
在
職
時
の
校
長
で
あ
り
、
東
西
南
北
会
の
相
談
役
で
も
あ
っ
た
太
田
貞
一
（
水
穂
）

の
影
響
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
水
穂
は
一
九
一
五
年
に
創
刊
し
た
短
歌
雑
誌
『
潮
音
』
の
誌
上

に
し
ば
し
ば
阿
部
ら
の
文
章
を
載
せ
て
い
た
。

（
18
）　

小
松
進
「
信
州
教
育
を
育
て
て
き
た
も
の 

七
十
年
の
回
顧 

先
輩
に
聞
く 

星
校
長
排
斥
と
そ

の
顚
末
」（『
信
濃
教
育
』
第
八
四
一
号
、
一
九
五
六
・
一
二
、
六
七
頁
）。

（
19
）　

松
本
市
教
育
会
百
年
誌
編
集
委
員
会
﹇
編
﹈「
第
五
章 

大
正
時
代
の
教
育
会
」（『
松
本
市
教
育

会
百
年
誌
』
松
本
市
教
育
会
、
一
九
八
四
・
一
一
）
を
参
照
。
な
お
、
藤
村
は
赤
羽
に
乞
わ
れ
て

『
小
さ
い
花
』
に
も
童
話
を
何
度
か
掲
載
（
既
発
表
作
を
転
載
）
し
て
い
る
（
赤
羽
王
郎
『
わ
た

し
の
歩
い
た
道
』
信
濃
教
育
会
出
版
部
、
一
九
八
二
・
六
）。
信
州
の
白
樺
派
や
自
由
画
教
育
運

動
は
そ
れ
ぞ
れ
別
に
あ
っ
た
が
、既
存
の
教
育
に
対
す
る
反
発
と
し
て
同
時
多
発
的
に
隆
盛
し
た
。

（
20
）　

Ｌ
Ｙ
Ｌ
の
活
動
に
つ
い
て
は
長
野
県
下
伊
那
郡
青
年
団
史
編
纂
委
員
会
﹇
編
﹈『
下
伊
那
青
年

運
動
史 

長
野
県
下
伊
那
郡
青
年
団
の
五
十
年
』（
国
土
社
、
一
九
六
〇
・
七
）
に
詳
し
い
。

（
21
）　

和
崎
光
太
郎
「
大
正
自
由
教
育
と
「
赤
化
思
想
」
│
│
川
井
訓
導
事
件
と
そ
の
周
辺
│
│
」（『
信

濃
』
第
五
九
巻
第
一
〇
号
、
二
〇
〇
七
・
一
〇
、
七
六
一
頁
）。

（
22
）　

久
保
田
俊
彦
「
女
及
び
女
教
員
」（『
信
濃
教
育
』
第
三
七
四
号
、
一
九
一
七
・
一
二
、
三
頁
）。

（
23
）　

新
田
義
之
「
第
四
章 

東
北
・
京
都
帝
国
大
学
総
長
時
代
」（『
澤
柳
政
太
郎 

随
時
随
所
ニ
楽
シ

マ
ザ
ル
ナ
シ
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
六
・
六
）。

（
24
）　

帝
国
教
育
会
の
前
会
長
・
辻
新
次
は
澤
柳
と
同
じ
松
本
出
身
で
あ
り
、
澤
柳
が
入
省
し
た
当
時

の
文
部
次
官
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
縁
か
ら
辻
は
澤
柳
に
目
を
か
け
て
お
り
、
同
会
に
も
一
八

九
九
年
か
ら
理
事
と
し
て
引
き
入
れ
て
い
た
が
、
一
九
一
五
年
に
辻
が
亡
く
な
っ
た
た
め
、
そ
の

役
職
を
継
ぐ
格
好
と
な
っ
た
。

（
25
）　

澤
柳
政
太
郎
「
小
学
校
の
女
教
員
」、
本
会
調
査
委
員
「
女
教
員
問
題
に
関
す
る
調
査
」
及
び

「
小
学
校
男
女
教
員
の
割
合
に
関
す
る
諸
家
の
意
見
」（『
帝
国
教
育
』
第
四
〇
九
号
、
一
九
一
六
・

八
）。

（
26
）　

前
掲
注（
19
）、
三
八
〇
頁
。

（
27
）　

他
方
、
桃
子
が
「
わ
た
し
も
、
東
京
か
ら
松
本
へ
来
る
時
に
は
、
ど
ん
な
に
瓜
生
さ
ん
を
頼
り

に
し
て
来
ま
し
た
ろ
う
│
│
」
と
言
う
よ
う
に
、
得
子
は
桃
子
よ
り
も
先
に
松
本
で
教
員
生
活
を

始
め
て
い
た
。

（
28
）　

信
濃
毎
日
新
聞
社
編
集
局
報
道
部
﹇
編
﹈「
大
正 

五 

白
樺
運
動
と
「
地
上
」
創
刊
」（『
信
州

の
百
年
』
信
濃
毎
日
新
聞
社
、
一
九
六
七
・
一
二
）。

（
29
）　

一
九
二
三
年
一
一
月
一
〇
日
、
当
時
の
山
本
権
兵
衛
内
閣
総
理
大
臣
は
大
正
天
皇
か
ら
「
国
民

精
神
作
興
ニ
関
ス
ル
詔
書
」
を
拝
命
し
た
。
そ
こ
で
は
震
災
後
の
世
相
の
「
軽
佻
詭
激
ノ
風
」
が

厳
し
く
諌
め
ら
れ
、
国
民
は
「
先
帝
ノ
聖
訓
ニ
恪
遵
シ
テ
」「
国
家
ノ
興
隆
ト
民
族
ノ
安
栄
社
会

ノ
福
祉
ト
ヲ
図
」
る
よ
う
に
呼
び
か
け
ら
れ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
詔
書
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

は
修
身
を
説
く
こ
と
の
強
力
な
根
拠
足
り
え
た
。

（
30
）　

小
山
静
子
「
第
五
章 

修
身
教
科
書
に
み
る
良
妻
賢
母
像
の
変
遷
」（『
良
妻
賢
母
と
い
う
規
範
』

勁
草
書
房
、
一
九
九
一
・
一
〇
）。

（
31
）　

姜
華
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
の
修
身
教
科
書
に
見
る
良
妻
賢
母
教
育
│
│
井
上
哲
次
郎
編

『
女
子
修
身
教
科
書
』
を
中
心
に
し
て
│
│
」（『
東
ア
ジ
ア
文
化
研
究
』
第
一
九
号
、
二
〇
一
二
・

六
、
一
二
頁
）。
ま
た
、
井
上
の
男
女
の
性
別
分
業
に
よ
る
家
庭
の
安
定
と
い
う
視
点
は
同
時
期

に
書
か
れ
た
国
民
道
徳
論
と
も
一
致
し
て
い
た
（「
附
録 

第
三 

婦
人
問
題
の
過
去
現
在
及
び
将

来
」『
我
が
国
体
と
国
民
道
徳
』
廣
文
堂
書
店
、
一
九
二
五
・
九
）。

（
32
）　

姜
華
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
の
修
身
教
科
書
に
見
る
良
妻
賢
母
教
育
の
変
容
│
│
沢
柳
政
太

郎
編
『
改
訂
女
子
修
身
訓
』
の
分
析
を
中
心
に
し
て
│
│
」（『
東
ア
ジ
ア
文
化
研
究
』
第
二
〇
号
、

二
〇
一
三
・
六
、
七
九
頁
）。

（
33
）　

本
間
久
雄
「
第
四
篇 

婦
人
と
当
来
の
文
化 

第
一
章 

高
等
女
学
校
修
身
教
科
書
を
批
評
し
て

そ
の
改
善
を
促
す
」（『
増
補 

現
代
の
婦
人
問
題
』
天
佑
社
、
一
九
二
三
・
八
、
三
五
三
頁
）。
本

論
は
注（
31
）、（
32
）で
姜
華
の
分
析
し
た
修
身
教
科
書
よ
り
も
早
く
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
良
妻

賢
母
論
が
連
綿
と
続
く
問
題
で
あ
る
以
上
、
本
間
の
批
判
は
そ
の
後
の
修
身
教
科
書
に
も
当
て
嵌

ま
る
。

（
34
）　

阿
部
次
郎
「
一 

人
生
批
評
の
原
理
と
し
て
の
人
格
主
義
的
見
地
」（『
人
格
主
義
』
岩
波
書
店
、

一
九
二
二
・
六
、
五
六
頁
）。
ま
た
、
竹
内
洋
は
ケ
ー
ベ
ル
の
「
教
養
主
義
」
を
「
人
文
学
の
読

書
を
中
心
に
し
た
人
格
の
完
成
を
目
指
す
態
度
」
と
し
、「
教
養
主
義
文
化
の
伝
達
者
」
の
代
表
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に
阿
部
次
郎
、
和
辻
哲
郎
を
挙
げ
て
い
る
（「
エ
リ
ー
ト
学
生
文
化
の
う
ね
り
」『
教
養
主
義
の
没

落 

変
わ
り
ゆ
く
エ
リ
ー
ト
学
生
文
化
』
中
公
新
書
、
二
〇
〇
三
・
七
、
三
九
│
四
〇
頁
）。

（
35
）　

和
辻
哲
郎
は
一
九
二
一
年
五
月
一
七
日
に
「
文
化
哲
学
史
観
」、
安
倍
能
成
は
同
年
八
月
一
七

日
か
ら
一
九
日
に
か
け
て
「
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ド
氏
一
九
世
紀
独
逸
思
想
史
」
と
題
し
た
講
習
会

を
行
な
っ
て
い
る
（
前
掲
注（
19
）、
三
九
三
頁
）。

（
36
）　

も
っ
と
も
、
桃
子
の
モ
デ
ル
・
伊
吹
信
子
に
つ
い
て
は
一
九
一
二
年
に
和
辻
哲
郎
と
結
婚
し
た

高
瀬
照
と
学
生
時
代
の
友
人
で
あ
り
、
早
く
か
ら
和
辻
の
著
作
を
手
に
取
っ
て
い
た
可
能
性
は
あ

る
。
伊
吹
は
後
年
に
二
人
の
家
に
寄
寓
し
、
和
辻
の
原
稿
を
手
伝
う
ほ
ど
家
族
ぐ
る
み
の
付
き
合

い
が
あ
っ
た
（
伊
吹
信
子
「
思
ひ
出
す
こ
と
ど
も
」
和
辻
照
﹇
編
﹈『
和
辻
哲
郎
の
思
ひ
出
』
岩

波
書
店
、
一
九
六
七
・
六
）。

（
37
）　

相
田
隆
太
郎
「
本
年
の
評
論
界
│
│
文
芸
評
論
の
左
傾

0

0

0

0

0

0

0

│
│
」（『
新
潮
』
第
三
七
巻
第
六
号
、

一
九
二
二
・
一
二
、
九
一
頁
※
傍
点
原
題
）。

（
38
）　

拙
論
「
島
崎
藤
村
「
涙
」
と
そ
の
問
題
系 

掲
載
誌
『
解
放
』
の
論
調
と
の
交
差
」
で
は
、「
涙
」

（『
解
放
』
第
二
巻
第
六
号
、
一
九
二
〇
・
六
）
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
一
夫
一
妻
制
の
婚
姻
制
度
に

起
因
す
る
正
妻
（
後
家
）
と
妾
の
対
立
と
和
解
の
問
題
と
し
て
捉
え
た
（『
社
会
文
学
』
第
五
一
号
、

二
〇
二
〇
・
三
）。

（
39
）　

一
九
二
四
年
四
月
二
一
日
付
・
加
藤
静
子
宛
書
簡
、
五
月
二
四
日
付
・
中
根
駒
之
助
宛
書
簡
は

そ
れ
ぞ
れ
『
藤
村
全
集 

第
一
七
巻
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
・
一
一
）
の
三
二
九
頁
、
三
三
三

頁
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
加
藤
宛
書
簡
で
藤
村
は
涙
を
流
す
得
子
の
場
面
に
つ
い
て
も
書
き

足
す
意
欲
を
述
べ
て
い
た
が
、
そ
の
部
分
は
手
が
付
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
一
方
、
具
体
的
な
修
正

案
は
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
加
藤
は
一
九
二
四
年
四
月
一
一
日
の
藤
村
宛
書
簡
で
桃
子
の
描

写
が
物
足
り
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、
桃
子
に
関
す
る
加
筆
は
直
接
的
に
は
こ
の
助
言
を
受

け
入
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
加
藤
静
子
﹇
編
﹈『
藤
村 

妻
へ
の
手
紙
』
岩
波
書
店
、
一
九
六

八
・
六
、
一
三
│
一
四
頁
）。
こ
れ
に
よ
っ
て
結
果
的
に
も
と
も
と
桃
子
に
比
べ
て
実
子
と
距
離

が
あ
っ
た
得
子
の
描
写
が
改
稿
に
よ
っ
て
よ
り
後
景
化
し
た
。

（
40
）　

永
渕
朋
枝
は
、
一
九
二
〇
年
代
に
既
に
評
価
を
得
た
作
家
た
ち
に
よ
っ
て
「
大
正
文
壇
」
と
い

う
機
制
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
に
対
し
、
藤
村
の
周
囲
に
い
た
青
年
た
ち
が
「
機
会
均
等
」

を
主
張
し
た
こ
と
で
、「
女
性
や
地
方
在
住
者
や
社
会
的
階
層
の
高
く
な
い
作
家
志
望
者
達
│
│

の
存
在
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
」
と
述
べ
た
（「
第
一
章 

小
説
家
協
会
・
無
名
作
家
同
盟
か
ら

見
る
大
正
文
壇
」『
無
名
作
家
か
ら
見
る
日
本
近
代
文
学 

島
崎
藤
村
と
『
処
女
地
』
の
女
性
達
』

（
和
泉
書
院
、
二
〇
二
〇
・
三
、
三
四
頁
）。
ま
た
、
永
渕
は
同
書
に
て
追
跡
し
た
『
処
女
地
』
同

人
た
ち
の
創
作
活
動
を
、
そ
う
し
た
流
れ
の
な
か
に
位
置
付
け
て
い
る
が
、
創
作
を
志
し
て
い
た

の
で
は
な
い
も
の
の
、「
三
人
」
の
実
子
と
桃
子
、
得
子
の
す
れ
違
い
も
ま
た
男
性
／
女
性
、
都

市
／
地
方
と
い
っ
た
複
合
的
な
分
断
の
問
題
を
織
り
込
ん
で
い
た
。

（
41
）　

テ
ク
ス
ト
で
は
桃
子
に
隠
れ
が
ち
な
得
子
だ
が
、
モ
デ
ル
と
な
っ
た
百
瀬
は
る
江
が
結
婚
し
た

西
尾
実
は
川
井
訓
導
事
件
に
際
し
て
県
当
局
を
批
判
し
た
川
井
擁
護
派
の
先
陣
に
立
っ
た
こ
と
で

知
ら
れ
て
い
る
。
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A Discourse on Tōson Shimazaki’s Sannin
̶̶ Matsumoto, the College Town, and the Education of Women ̶ ̶

Yutaka KURIHARA

　Tōson Shimazaki’s novel, Sannin, published in the magazine Kaizō in April 1924, tells the story of Tokyo resi-
dent Saneko Matsuo. She visits two former schoolmates, Momoko Nakagawa and Tokuko Uryu, who are teaching 
at a girls’ school in Matsumoto. While spending time together at a hot spring inn, Saneko comes to the realization 
of their mutual inability to see eye to eye. The novel had been fairly well-received at the time of publication, but 
drew criticism for its concrete depiction of the main protagonist Saneko, in contrast with its vague portrayal of the 
inner world of Momoko and Tokuko despite the title Sannin (meaning “three people”). Moreover, after it was 
made public that Saneko had been modelled after Shizuko Kato, who married Tōson four years after the publica-
tion of Sannin, the novel was alluded to only as an extension of discussions concerning the romantic relationship 
between the two, leaving extremely few opportunities to consider the text itself.
　In light of that, this paper focuses on the opposing views on education in Matsumoto in the era when Sannin 
was written. Liberal education that valued students’ individuality had flourished in Nagano Prefecture around the 
1910s to 1920s, particularly in Matsumoto. However, there were aspects of liberal education that contradicted 
with existing national morals, so conflict with the national/prefectural educational policy began to surface. Conse-
quently, teachers who were for liberal education became linked with radical social thought, and were banished 
from the education sector. In contrast, moral education subjects that upheld conservative views of men and 
women were valued once again.
　This paper sheds light on the critical nature of the social thought presented in Sannin, which has been over-
looked in reviews of the novel to date. This is positioned within the contentious notions of education in 
Matsumoto, as depicted by the indecision demonstrated by Momoko and Tokuko̶whom Saneko used to regard 
as excellent students̶on whether or not to continue teaching. At the same time, this paper attempts to highlight 
the male reader’s gaze, which unconsciously takes the premise of “Center = Tokyo’s literary circles” for this text.

Abstract


