
平安の昔から、
「昔の人」の懐かしい思い出を
呼びおこすとされた橘の花の香り。
その橘を最も好んだ「時の鳥（ホトトギス）」。

「CHRONOS 時の鳥」は、
ギリシア神話の「時の神」クロノスを頭上に戴き、

「時」の大空をはばたく鳥を
イメージしています。

I n s t i t u t e  f o r  W o m e n ' s  H i s t o r y  &  C u l t u r e
 K y o t o  T a c h i b a n a  U n i v e r s i t y  
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クロノス［時の鳥］vol.48 2023.3

「朝一番の太陽」西野真優子（本学文学部学生／tachibana photo）
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。
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。
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子
、
濱
和
哲
『
保
育
の
質
を
考

え
る
―
―
安
心
し
て
子
ど
も
を
預
け
ら
れ
る
保
育
所
の
実
現
に
向
け
て
』

明
石
書
店
、
二
〇
二
一
年
。

 5）
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 6）
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保
育
白
書
―
人
生
の
始
ま
り
こ
そ
力
強
く
：
乳
幼
児

期
の
教
育
と
ケ
ア
（ECEC

）
の
国
際
比
較
、
二
〇
一
九
年
。

現
在
で
は
総
人
口
の
二
％
を
超
え
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
保
育
所
を

利
用
す
る
保
護
者
と
子
ど
も
の
背
景
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
多
様
化

し
て
い
る
こ
と
は
、
政
府
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
二
〇
一
八

年
改
訂
の
保
育
所
保
育
指
針
に
「
外
国
籍
家
庭
な
ど
特
別
な
ニ
ー

ズ
を
有
す
る
家
庭
へ
の
個
別
的
な
支
援
に
関
す
る
事
項
」
が
追
加

さ
れ
、「
子
ど
も
の
国
籍
や
文
化
の
違
い
を
認
め
、
互
い
に
尊
重
す

る
心
を
育
て
る
」
こ
と
に
留
意
し
て
支
援
す
る
必
要
性
が
明
記
さ

れ
た
。
さ
ら
に
法
務
省
は
、
外
国
人
の
幼
児
に
つ
い
て
、
円
滑
な

義
務
教
育
諸
学
校
へ
の
就
学
に
つ
な
げ
る
た
め
「
幼
稚
園
、
保
育

所
等
へ
の
入
園
を
促
進
」
す
る
と
明
記
し
て
い
る
。

日
本
で
は
、
一
九
四
七
年
の
児
童
福
祉
法
で
は
じ
め
て
「
保
育

所
」
が
明
記
さ
れ
た
。
保
育
所
は
「
保
育
に
欠
け
る
」
乳
幼
児
を

対
象
と
す
る
も
の
と
さ
れ
、
二
〇
一
四
年
の
法
改
正
で
よ
う
や
く

「
保
育
を
必
要
と
す
る
」に
修
正
さ
れ
た
。
保
育
士
の
配
置
基
準
は

戦
後
の
ま
ま
で
あ
り
、
保
育
の
質
を
問
う
に
は
あ
ま
り
に
不
十
分

な
状
況
が
続
い
て
い
る
。
乳
幼
児
期
の
保
育
を
就
学
前
教
育
と
位

置
づ
け
、
保
護
者
の
保
育
参
加
、
保
育
士
の
専
門
性
向
上
や
処
遇

改
善
等
に
よ
り
保
育
の
質
を
向
上
し
よ
う
と
す
る
世
界
の
流
れ
か

ら
は
程
遠
い
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
で
は
、
保
育
を
受
け
る
こ
と
は
子

ど
も
の
権
利
で
あ
り
、
多
様
な
文
化
背
景
を
持
つ
人
々
が
保
育
所

を
利
用
す
る
場
合
は
、
大
人
も
子
ど
も
も
母
語
に
よ
る
通
訳
利
用

が
可
能
で
あ
る
な
ど
、
様
々
な
支
援
制
度
が
整
え
ら
れ
て
い
る
。

保
育
所
は
多
様
な
文
化
背
景
を
持
つ
外
国
出
身
保
護
者
や
そ
の

子
ど
も
に
と
っ
て
、
日
本
社
会
と
深
く
接
す
る
最
初
の
場
所
と
な

る
こ
と
が
多
い
。
特
に
最
初
の
数
年
間
は
保
護
者
の
日
本
語
読
解

能
力
が
不
十
分
で
あ
る
上
、
日
本
文
化
に
も
馴
染
み
が
な
い
こ
と

も
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
の
保
育
所
で
は
多
様
性
を
意
識

し
た
保
育
実
践
は
少
な
く
、
異
文
化
を
理
解
す
る
た
め
の
具
体
的

実
践
や
取
り
組
み
は
進
ん
で
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

調
査
し
て
み
て
わ
か
っ
た
こ
と

二
〇
二
〇
年
、
京
都
市
内
の
保
育
所
で
調
査
を
実
施
し
た
。
外

国
出
身
保
護
者
は
在
留
期
間
に
関
わ
ら
ず
、
全
員
が
日
本
語
資
料

の
理
解
に
困
難
を
抱
え
て
い
た
。
保
育
所
か
ら
渡
さ
れ
る
資
料
は

膨
大
な
量
で
、
日
本
語
能
力
が
高
く
て
も
、
何
が
重
要
な
資
料
な

の
か
が
判
別
で
き
な
い
。
手
書
き
の
日
誌
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

の
翻
訳
ア
プ
リ
を
使
っ
て
も
読
み
取
る
こ
と
が
難
し
い
。
両
親
と

も
に
外
国
出
身
者
の
場
合
、
親
よ
り
も
少
し
日
本
語
が
理
解
で
き

る
子
ど
も
に
助
け
て
も
ら
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
保
育
所
の
行
事
な

ど
も
十
分
理
解
で
き
な
い
な
ど
の
現
状
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。

外
国
出
身
保
護
者
は
、
日
本
で
は
保
育
士
の
負
担
が
大
き
す
ぎ

る
と
も
考
え
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
保
護
者
側
は
声
を
あ
げ
に
く

く
、
先
生
も
な
か
な
か
話
し
か
け
て
こ
な
い
と
い
う
。
日
本
の
保

育
士
の
配
置
基
準
を
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
と
比
較
す
る
と
、
一
人
の
保

育
士
が
み
る
子
ど
も
の
人
数
は
最
も
多
く
、
三
歳
児
で
二
〇
人
、

四
～
五
歳
児
で
三
〇
人
で
あ
る
。
困
っ
た
こ
と
が
あ
っ
て
も
保
育

現
場
で
は
対
応
し
き
れ
な
い
状
況
に
あ

る
こ
と
を
、
外
国
出
身
保
護
者
が
一
番
よ

く
理
解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

す
べ
て
の
親
が
主
体
的
に

保
育
に
参
画
で
き
る
社
会
に
向
け
て

子
育
て
は
保
護
者
ひ
と
り
ひ
と
り
が

主
体
的
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
外
国
出
身
保
護
者
は
子
ど
も
を

預
け
る
保
育
所
の
こ
と
を
知
ら
な
く
て
良
い
わ
け
で
は
な
い
。
子

ど
も
や
他
の
保
護
者
な
ど
に
通
訳
さ
せ
る
こ
と
も
間
違
っ
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
現
時
点
で
は
保
育
現
場
と
個
人
の
努
力
に
委

ね
ら
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
将
来
は
日
本
以
外
に
ル
ー
ツ

を
持
つ
多
く
の
子
ど
も
た
ち
が
日
本
の
住
民
、
市
民
に
な
り
、
日

本
の
教
育
を
受
け
て
社
会
で
活
躍
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
べ
て
の

子
ど
も
と
大
人
が
生
き
生
き
と
活
躍
で
き
る
日
本
社
会
を
創
り
上

げ
る
た
め
に
は
、
外
国
出
身
者
も
保
育
に
参
画
し
、
共
に
子
ど
も

を
守
り
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
を
整
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。二

〇
二
〇
年
の
調
査
結
果
を
公
表
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
の
保
育

現
場
に
お
け
る
多
様
性
の
あ
り
方
に
関
心
を
持
っ
た
社
会
学
、
医

学
、
看
護
学
、
保
育
学
の
研
究
者
ら
が
集
ま
り
、
筆
者
と
と
も
に

共
同
研
究
を
開
始
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に

こ
れ
か
ら
の
保
育
を
考
え
、
未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
を
育
て
て

い
く
の
か
。
日
本
社
会
で
は
ど
の
よ
う
に
多
様
性
を
受
け
入
れ
、

す
べ
て
の
大
人
と
子
ど
も
の
権
利
を
守
っ
て
い
く
の
か
。
多
様
な

角
度
か
ら
真
剣
に
議
論
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

外
国
出
身
保
護
者
が
抱
え
る
問
題

日
本
語
の
読
み
書
き
が
で
き
な
い
配
偶
者
と
共
に
保
育
所
を
利

用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
数
年
が
経
っ
た
頃
、
私
は
あ
る
こ
と
に
気

づ
い
た
。
彼
は
保
育
士
や
保
護
者
と
言
葉
を
交
わ
し
、
一
見
問
題

な
く
保
育
所
を
利
用
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
送
迎
以

外
の
こ
と
に
は
関
わ
ろ
う
と
せ
ず
、
行
事
や
活
動
に
も
参
加
し
な

い
。
さ
ら
に
保
護
者
が
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
様
々
な
資
料
は

「
君
が
理
解
で
き
れ
ば
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
」と
手
に
取
ろ
う
と
も

し
な
い
の
で
あ
る
。

我
が
家
で
は
保
育
所
に
関
わ
る
こ
と
は
主
に
父
親
が
担
当
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
何
か
あ
れ
ば
母
親
で
あ
る
私
に
連
絡
が

く
る
。
日
本
の
文
化
を
知
ら
ず
読
み
書
き
も
で
き
な
い
の
は
大
変

な
こ
と
で
あ
る
が
、
何
か
違
う
。
育
児
を
行
う
保
護
者
本
人
が
理

解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
た
く
さ
ん
あ
る
。
理
解
で
き

る
環
境
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
親
が
積
極
的
に
保
育
に
参
画
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
る
は
ず
だ
。
外
国
出
身
保
護
者
は
、
実
は
保
育

に
参
加
す
る
こ
と
を
選
択
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と

考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
で
は
ど
う
す
れ
ば
主
体
的
に
参
加
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
身
近
な
疑
問
か
ら
私
の
新

た
な
模
索
が
始
ま
っ
た
。

日
本
の
保
育
現
場
で
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
・
多
様
化
が
進
ん
で
い
る

日
本
で
生
活
す
る
外
国
人
の
人
口
割
合
は
増
え
続
け
て
お
り
、

1）

保
育
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
─

す
べ
て
の
大
人
と
子
ど
も
を
大
切
に
す
る
社
会
に
向
け
て

那
須
ダ
グ
バ
潤
子
本
学
看
護
学
部
看
護
学
科
准
教
授

5）
6）

2）

3）

4）

6）

那須ダグバ研究室ホームページ
グローバル保育パンフレット
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な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
調
査
対
象
者
の
母
方

言
が
関
西
方
言
で
あ
る
学
生
が
多
い
こ
と
も

影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
本
来
は
調

査
に
あ
た
っ
て
は
調
査
対
象
の
母
方
言
も
考

慮
す
べ
き
で
あ
る
が
、
今
回
は
そ
の
点
は
考

慮
で
き
て
い
な
い
）。

た
だ
、
母
方
言
の
影
響
を
考
慮
し
た
と
し

て
も
（「
よ
」
を
含
む
「
降
る
よ
」
と
い
っ
た

連
接
の
使
用
率
の
高
さ
を
考
え
る
と
）、
平

成
の
調
査
で
指
摘
さ
れ
て
い
た
女
性
語
の
衰

退
（
使
用
者
が
女
性
で
あ
る
こ
と
を
積
極
的

に
示
す
形
式
を
使
う
こ
と
を
や
め
る
）
が
、

少
な
く
と
も
文
末
形
式
に
お
い
て
は
、
令
和

の
時
代
に
お
い
て
も
加
速
し
て
い
る
と
い
え

る
。
さ
ら
に
今
回
の
調
査
で
は
男
性
専
用
の

形
式
で
あ
る
「
だ
ぞ
」
と
い
っ
た
連
接
の
使

用
者
率
が
２
４
・
４
％
と
こ
れ
ま
で
の
調
査

に
比
べ
て
高
く
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
積
極

的
な
女
性
側
か
ら
男
性
側
へ
の
接
近
に
よ
る

男
女
差
の
縮
小
が
お
こ
っ
て
き
て
い
る
こ
と

を
表
す
結
果
と
い
え
る
。

「
言
う
」
か
、「
言
わ
な
い
か
」、「
わ
か
ら
な

い
か
」
を
回
答
さ
せ
て
い
る
。

調
査
結
果
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

「
言
う
」と
回
答
し
た
人
の
比
率
を
示
し
た
も

の
が
図
で
示
さ
れ
て
い
る
。
上
か
ら
４
つ
目

ま
で
が
女
性
形
式
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
結
果
か
ら
尾
崎
・
遠
藤
は
、
女
性
形
式

と
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
男
性
に
よ
る
使

用
が
極
め
て
少
な
く
、
使
用
者
は
ほ
ぼ
女
性

に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
調
査
時
点
に
お
い
て

は
女
性
の
こ
と
ば
で
あ
る
と
言
え
る
と
し
て

い
る
。
た
だ
、
女
性
で
あ
れ
ば
だ
れ
で
も
皆

使
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
な
く
、「
雨
よ
」

「
雨
ね
」「
降
る
わ
よ
」
の
使
用
者
率
は
５
～

６
割
程
度
、「
雨
だ
わ
よ
」
が
２
割
程
度
し
か

な
い
こ
と
を
指
摘
し
、「
ダ
ワ
ヨ
」
の
衰
退
が

著
し
く
、「
ダ
」
の
省
略
形
の
衰
退
に
先
行
し

て
、「
ワ
」
の
付
加
の
衰
退
が
起
こ
っ
て
い

る
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
尾
崎
・
遠
藤

は
、
終
助
詞
「
ワ
」
を
付
加
し
な
い
「
降
る

よ
」
と
い
う
形
式
が
、
男
性
ほ
ど
で
は
な
い

も
の
の
、
女
性
の
間
で
も
使
用
者
率
が
５
～

６
割
程
度
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
こ
の
形
式

が
現
在
で
は
女
性
に
と
っ
て
も
ご
く
普
通
の

表
現
に
な
っ
て
お
り
、「
男
性
語
」
と
は
言
え

な
い
状
況
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

尾
崎
（
２
０
０
４
）
は
、
こ
の
調
査
と
は

別
に
「
雨
よ
」「
雨
ね
」「
降
る
わ
よ
」「
雨

だ
わ
よ
」
と
い
っ
た
女
性
形
式
の
使
用
者
率

を
年
齢
層
別
に
調
査
し
、
い
ず
れ
の
形
式
も

の
天
気
予
報
を
調
べ
る
と
、
残
念
な
が
ら
明

日
の
予
報
は
「
雨
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
こ
と
を
そ
の
友
達
に
伝
え
る
と
し
た
ら
、

あ
な
た
は
、
次
の
言
い
方
を
し
そ
う
で
し
ょ

う
か
？
」
と
し
、
現
代
に
あ
う
よ
う
に
若
干

の
変
更
を
加
え
て
い
る
。
調
査
対
象
は
関
西

圏
の
大
学
に
在
学
す
る
女
子
学
生
４
５
名
で

あ
る
。
調
査
結
果
は
上
掲
の
通
り
で
あ
る
。

ま
ず
、
目
に
つ
く
の
が
終
助
詞
「
わ
」
と

「
よ
」
の
連
接
で
あ
る
「
降
る
わ
よ
」「
雨
だ

わ
よ
」の
使
用
者
率
の
低
さ
で
あ
る
。「
降
る

わ
よ
」
は
使
用
者
が
わ
ず
か
３
名
し
か
お
ら

ず
、「
だ
わ
よ
」
に
至
っ
て
は
使
用
者
数
が
０

人
で
あ
り
、
こ
の
調
査
か
ら
「
だ
わ
よ
」
と

い
っ
た
連
接
は
衰
退
で
は
な
く
、
若
年
層
に

お
い
て
は
死
語
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
え

る
。「
ダ
」
の
省
略
形
で
あ
る
「
雨
よ
」「
雨

ね
」
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
使
用
者
率
が

２
８
・
８
％
と
１
５
・
５
％
と
な
っ
て
お
り
、

国
立
国
語
研
究
所
の
調
査
と
比
べ
て
も
著
し

く
使
用
者
率
が
低
下
し
て
お
り
、「
ダ
」
の

省
略
形
に
つ
い
て
も
衰
退
が
進
ん
で
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
そ
れ
に
呼
応
す
る
か
た
ち

で
、
従
来
主
に
男
性
が
使
っ
て
い
た
形
式
で

あ
る
「
雨
だ
ね
」「
雨
降
る
よ
」
と
い
っ
た
無

標
の
形
式
の
使
用
率
に
つ
い
て
も
ど
ち
ら
も

９
０
％
を
超
え
て
お
り
、
尾
崎
で
言
及
さ
れ

て
い
る
調
査
と
ほ
ぼ
同
様
の
結
果
と
な
っ
て

い
る
。
た
だ
し
、「
雨
だ
よ
」
の
使
用
者
率
が

６
４
・
４
％
と
先
の
調
査
よ
り
は
低
い
値
と

の
時
代
の
「
女
性
語
」
の
現
状
を
紹
介
す
る
。

こ
の
調
査
は
東
京
都
在
住
の
２
０
代
か
ら

６
０
代
の
男
女
３
０
０
０
人
を
対
象
と
し
て

行
わ
れ
た
（
調
査
結
果
は
有
効
な
回
答
を
得

ら
れ
た
１
０
１
３
人
の
回
答
に
よ
る
）。「
女

性
語
」
に
関
わ
る
調
査
項
目
と
し
て
は
、
文

末
に
現
れ
る
形
式
の
う
ち
「
～
だ
わ
よ
」「
降

る
わ
よ
」
と
い
っ
た
、
女
性
専
用
と
さ
れ
る

終
助
詞
「
わ
」
に
「
よ
」「
ね
」
が
後
続
す
る

場
合
、「
雨
よ
」「
雨
ね
」
と
い
っ
た
助
動
詞

「
だ
」が
省
略
さ
れ
る
場
合
が
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
他
、
男
性
専
用
形
式
と
さ
れ

る
終
助
詞
「
ぞ
」「
ぜ
」
の
使
用
に
つ
い
て

も
併
せ
て
調
査
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
調

査
項
目
と
し
て
選
定
さ
れ
た
語
形
、
質
問
文

の
内
容
、
そ
の
結
果
は
上
掲
の
通
り
で
あ
る

（
上
掲
の
図
は
す
べ
て
尾
崎
・
遠
藤
の
引
用
）。

こ
れ
ら
の
形
式
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
親
し

い
友
人
と
う
ち
と
け
て
会
話
す
る
場
合
（
性

差
が
現
れ
る
の
が
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
場
面

で
あ
る
と
い
う
想
定
の
も
と
）
で
、
自
分
で

若
年
層
に
な
る
ほ
ど
使
用
者
率

が
急
激
に
低
下
す
る
傾
向
が
明

確
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
報
告

し
て
い
る
。
ま
た
男
女
差
の
現

状
、
特
に
「
女
性
語
」
の
現
状

に
つ
い
て
、
使
用
者
が
女
性
で

あ
る
こ
と
を
積
極
的
に
示
す
形

式
を
、
若
年
層
を
中
心
に
使
う

こ
と
を
や
め
、
こ
う
い
っ
た
女

性
側
で
の
言
語
使
用
の
変
化
に

基
づ
い
て
男
女
差
の
縮
小
が
起

こ
っ
て
い
る
と
結
論
づ
け
て
い

る
。以

上
の
尾
崎
・
遠
藤
な
ど
で

報
告
さ
れ
て
い
る
の
は
平
成
の

時
代
の
女
性
語
の
現
状
で
あ

る
。
こ
こ
か
ら
筆
者
が
調
査
し

た
内
容
を
も
と
に
令
和
の
時
代

の
女
性
語
の
現
状
に
つ
い
て
述

べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

調
査
内
容
は
、
上
述
の
国
立

国
語
研
究
所
の
調
査
と
ほ
ぼ
同

じ
で
あ
る
。
調
査
項
目
は
、「
あ

し
た
雨
よ
」
の
よ
う
に
助
詞

「
は
」
の
省
略
を
行
っ
て
い
る

が
、
そ
の
点
以
外
は
同
じ
で
あ

る
。
ま
た
質
問
文
を「
あ
し
た
、

親
し
い
友
達
と
テ
ー
マ
パ
ー
ク

に
出
か
け
る
約
束
を
し
て
い
ま

す
。
あ
な
た
が
ス
マ
ホ
で
明
日

「
女
性
語
」と
い
っ
た
場
合
に
問
題
と
さ
れ

る
の
は
、
言
葉
の
男
女
差
で
あ
る
。「
だ
わ
」

「
の
よ
」
と
い
っ
た
終
助
詞
・
文
末
形
式
は
、

話
し
手
の
性
別
に
基
づ
く
性
差
で
あ
る
。
こ

う
い
っ
た
性
差
に
つ
い
て
日
本
語
は
顕
著
な

差
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
一
方
、
現
代
に
お

い
て
「
女
性
語
」
に
限
ら
ず
、
言
葉
の
男
女

差
が
若
年
層
を
中
心
に
縮
小
し
つ
つ
あ
る
こ

と
は
た
び
た
び
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
特
に
女

性
側
か
ら
男
性
側
へ
の
接
近
に
よ
る
男
女
差

の
縮
小
が
み
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
cf.
尾

崎
、
１
９
９
９
）。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
の

調
査
の
結
果
を
紹
介
し
つ
つ
、
簡
単
な
調
査

を
も
と
に
「
女
性
語
」
の
現
状
に
つ
い
て
見

て
い
く
こ
と
に
す
る
。

国
立
国
語
研
究
所
が
１
９
９
７
年
に
文
末

形
式
の
男
女
差
の
現
状
の
調
査
を
行
っ
て
い

る
。
そ
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
報
告
し
た

も
の
に
尾
崎
・
遠
藤
（
１
９
９
８
）、
尾
崎

（
１
９
９
９
）（
２
０
０
４
）
な
ど
が
あ
る
。

ま
ず
は
、
こ
れ
ら
の
報
告
を
も
と
に
、
平
成

中
﨑
崇
本
学
文
学
部
日
本
語
日
本
文
学
科
教
授

女
性
語
の
現
状
─
文
末
形
式
を
中
心
に
─

作

品

の

ウ

チ

ソ

ト

3
【
参
考
文
献
】

遠
藤
織
枝
「
女
性
語
・
男
性
語
」
日
本
語
学
会
編

『
日
本
語
学
大
辞
典
』東
京
堂
出
版
、二
〇
一
八
年
。

遠
藤
織
枝
・
尾
崎
喜
光
「
女
性
の
こ
と
ば
の
変
遷

─
文
末
・
コ
ト
・
テ
ヨ
・
ダ
ワ
を
中
心
に
─
」『
日

本
語
学
』
17
巻
5
号
、
明
治
書
院
、
一
九
九
八
年
。

尾
崎
喜
光
「
女
性
語
の
寿
命
」『
日
本
語
学
』
18

巻
9
号
、
明
治
書
院
、
一
九
九
九
年
。

尾
崎
喜
光
「
日
本
語
の
男
女
差
の
現
状
と
評
価
意

識
」『
日
本
語
学
』
23
巻
6
号
、
明
治
書
院
、

二
〇
〇
四
年
。



C
H
R
O
N
O
S

『平安人物志』
と女性文人

歴史遺産とジェンダー
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有坂 道子
本学文学部歴史遺産学科教授

氏
、
あ
る
い
は
○
○
氏
室
や
○
○
氏
母
と
し

て
収
録
さ
れ
る
女
性
が
増
え
て
い
く
。「
付

録
」
の
位
置
づ
け
な
が
ら
、
独
立
し
た
部
が

立
て
ら
れ
た
こ
と
は
そ
れ
ま
で
の
版
と
異
な

る
点
で
あ
る
。
そ
の
「
女
流
」
の
部
に
は
、

大
田
垣
蓮
月
の
よ
う
に
歌
人
と
し
て
著
名
な

女
性
が
見
ら
れ
る
一
方
、
今
で
は
経
歴
を
明

ら
か
に
し
な
い
女
性
も
散
見
さ
れ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
家
族
や
師
の
理
解
な
り
後
押
し
が

あ
っ
て
そ
の
才
能
を
伸
ば
し
、
評
価
を
受
け

る
女
性
が
、
一
九
世
紀
の
京
都
に
広
く
生
ま

れ
て
き
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
よ

う
。

で
、
居
所
は
大
宮
今
出
川
下
ル
町
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
篆
刻
の
伊
与
は
、
篆
刻
家
片

山
渤
海
（
佐
助
）
の
娘
で
、
字
を
鉄
篆
、
尚

古
館
と
号
し
、中
井
敬
所
の
『
日
本
印
人
伝
』

（
一
九
一
五
）に
よ
れ
ば
、篆
刻
だ
け
で
な
く
、

蘭
竹
を
描
き
、
つ
ね
に
漢
語
で
対
話
し
た
と

い
う
女
性
で
あ
っ
た
。

三
名
の
中
で
人
物
が
最
も
よ
く
知
ら
れ
る

の
は
画
の
玉
蘭
（
玉
瀾
）
で
あ
ろ
う
。
玉
瀾

は
、
池
無
名
（
あ
り
な
）、
す
な
わ
ち
南
画
家

と
し
て
著
名
な
池
大
雅
の
妻
で
あ
る
。
享
保

十
二
年（
一
七
二
七
）に
祇
園
の
茶
店
松
屋
に

生
ま
れ
、
父
の
姓
は
徳
山
、
通
称
は
町
（
町

子
）
と
い
っ
た
。
祖
母
の
梶
・
母
の
百
合
は

歌
人
と
し
て
歌
集
も
刊
行
す
る
ほ
ど
で
、
玉

瀾
も
歌
に
親
し
み
、
後
年
に
は
大
雅
と
と
も

に
歌
人
冷
泉
為
村
の
教
え
を
受
け
て
い
る
。

画
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
と
さ
れ
る
の

は
、
大
和
郡
山
藩
の
重
臣
で
南
画
家
の
柳
沢

淇
園
（
柳
里
恭
）
で
、
淇
園
か
ら
別
号
「
玉

桂
」の
一
字
を
与
え
ら
れ
て
玉
瀾
と
号
し
た
。

四
歳
年
上
の
大
雅
と
い
つ
結
婚
し
た
の
か

は
っ
き
り
と
は
し
て
い
な
い
が
、
お
お
よ
そ

二
十
代
半
ば
ご
ろ
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
結

婚
後
は
大
雅
に
画
法
を
学
ん
で
作
品
を
制
作

す
る
よ
う
に
な
る
。
や
が
て
玉
瀾
の
画
家
と

し
て
の
知
名
度
は
上
が
っ
て
い
き
、『
平
安
人

物
志
』
に
採
録
さ
れ
る
実
力
を
備
え
る
よ
う

に
な
っ
た
。

儒
者
の
高
芙
蓉
で
、
本
姓
を
大
島
、
通
称
を

逸
記
と
称
し
、
大
雅
の
親
し
い
友
人
の
ひ
と

り
で
あ
る
。
来
禽
は
、
儒
者
伊
藤
東
所
の
も

と
に
仕
え
て
い
た
こ
ろ
に
芙
蓉
と
出
会
い
、

結
婚
後
に
夫
か
ら
本
格
的
に
南
画
を
学
ん
だ

と
さ
れ
る
。

『
平
安
人
物
志
』の
度
重
な
る
改
版
刊
行
が

示
す
よ
う
に
、
一
八
世
紀
後
半
に
は
文
人
の

教
養
で
あ
る
詩
書
画
を
は
じ
め
と
し
た
文
事

が
幅
広
い
人
々
に
志
向
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
し
か
し
主
た
る
担
い
手
・
評
価
者
は
男

性
で
あ
り
、
女
性
が
一
定
の
水
準
を
超
え
て

評
価
を
得
る
ま
で
に
な
る
に
は
、
彼
女
た
ち

の
能
力
を
引
き
出
し
、
そ
れ
を
認
め
る
存
在

が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
玉
瀾
が
大
雅
に
導
か

れ
て
そ
の
才
能
を
開
花
さ
せ
た
よ
う
に
、
麗

華
、
伊
与
は
父
が
、
来
禽
は
夫
が
、
時
に
師

と
い
う
立
場
で
彼
女
た
ち
の
導
き
手
に
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
女
性
文
人
と
し

て
掲
載
さ
れ
た
の
は
、
三
版
の
段
階
で
は
五

名
と
い
う
ま
だ
限
ら
れ
た
数
で
あ
っ
た
。

三
版
か
ら
お
よ
そ
三
〇
年
を
経
て
刊
行
さ

れ
た
四
版
以
降
に
な
る
と
、
個
別
の
部
立
て

で
採
録
さ
れ
る
女
性
―
例
え
ば
「
書
」「
文
人

画
」
の
部
に
挙
げ
ら
れ
る
佐
登
（
吉
田
袖
蘭
、

画
家
の
大
倉
笠
山
妻
）
や
「
詩
」「
文
人
画
」

の
部
に
挙
げ
ら
れ
る
翹
子
（
梁
川
紅
蘭
、
漢

詩
人
の
梁
川
星
巌
妻
）
な
ど
―
と
は
別
に
、

付
録
に
「
女
流
」
の
部
が
立
て
ら
れ
、
○
○

人
方
の
姓
名
・
字
・
号
・
所
書
・
俗
称
等
ま

で
委
し
く
記
す
」
と
記
さ
れ
る
通
り
、
必
要

最
低
限
の
情
報
が
シ
ン
プ
ル
に
記
載
さ
れ
て

い
る
。
版
を
重
ね
る
ご
と
に
徐
々
に
部
立
て

を
広
げ
、
収
録
人
数
を
増
や
し
て
内
容
を
充

実
さ
せ
、
京
都
の
著
名
な
学
芸
人
が
一
覧
で

き
る
人
名
録
と
し
て
そ
の
役
割
を
果
た
す
よ

う
に
な
っ
た
。
学
芸
を
志
し
て
実
際
に
京
都

へ
上
る
者
だ
け
で
な
く
、
そ
の
時
々
の
京
都

の
学
芸
状
況
を
概
観
で
き
る
便
利
な
情
報
源

と
し
て
、
多
く
の
人
に
利
用
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

初
版
か
ら
三
版
（
天
明
二
年
〈
一
七
八
二
〉

刊
）ま
で
と
、四
版（
文
化
一
〇
年〈
一
八
一
三
〉

刊
）
以
降
の
版
と
で
は
内
容
構
成
に
違

い
が
見
ら
れ
る
が
、
初
版
で
一
三
〇
名
余
り

で
あ
っ
た
収
録
者
の
実
数
は
、
嘉
永
五
年

（
一
八
五
二
）の
八
版
で
は
七
〇
〇
名
を
超
え

て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
初
版
に
収
録
さ
れ
た
女

性
は
わ
ず
か
に
三
名
、「
書
家
」
の
部
に
出

る
「
渤
海
氏
、
名
麗
華
、
渤
海
春
吾
娘
」
と
、

「
画
家
」
の
部
に
出
る
「
玉
蘭
女
、
池
無
名

妻
、
祇
園
下
河
原
」、
そ
し
て
「
篆
刻
者
」
の

部
に
出
る
「
伊
与
女
、
尚
古
館
女
、
押
小
路

寺
町
角
、
佐
助
娘
」
の
み
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
書
の
麗
華
は
、
儒
者
で
書
家
の

渤
海
北
門
（
春
吾
）
の
娘
で
あ
り
、
後
の
版

に
よ
っ
て
通
称
は
貞
、
渤
海
茂
兵
衛
の
母

『
平
安
人
物
志
』
二
版
（
安
永
四
年
〈
一
七

七
五
〉
刊
）
で
は
、初
版
収
録
の
三
名
に
加
え

「
書
家
」の
部
に

「
河
村
氏
、名
如

蘭
、
寺
町
押
小

路
下
ル
町
、
河

村
氏
女
」
が
挙

が
る
。
通
称
は

歌
と
い
い
、
河

村
佐
右
衛
門
の

娘
で
あ
る
こ
と

が
三
版
か
ら
知

ら
れ
、
住
所
を

見
る
限
り
、
篆

刻
家
の
伊
与
と

近
い
場
所
に
住

ん
で
い
た
よ
う

で
あ
る
。

三
版
で
は
、

新
た
に「
画
家
」

の
部
に
「
奥
田

氏
、
名
来
禽
、

源
芙
蓉
妻
、
衣

店
竹
屋
町
下
ル

町
、蘿
井
」が
加

わ
る
。
来
禽
の

夫
で
あ
る
源
芙

蓉
は
、
篆
刻
家

と
し
て
高
名
な

『
平
安
人
物
志
』
は
、江
戸
時
代
中
後
期
の

京
都
で
名
が
知
ら
れ
た
文
人
を
、
学
芸
の
分

野
ご
と
に
ま
と
め
た
人
名
録
で
あ
る
。
初
版

は
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
に
刊
行
さ
れ
、学

者
・
書
家
・
画
家
・
篆
刻
者
・
卜
筮
者
・
相
者

（
人
相
見
）の
部
立
て
で
一
三
〇
名
余
り
が
収

録
さ
れ
て
い
る
。需
要
が
高
か
っ
た
よ
う
で
、

初
版
以
降
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
に
最

後
の
版
が
刊
行
さ
れ
る
ま
で
、
約
一
〇
〇
年

の
間
に
九
回
の
版
を
重
ね
て
い
る
。

編
者
は
、全
て
の
版
が
「
弄
翰
子
」
と
い
う

同
一
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
と
な
っ
て
お
り
詳
細
不

明
だ
が
、
そ
も
そ
も
は
他
国
か
ら
京
都
へ
遊

学
す
る
者
が
、
訪
ね
先
の
見
当
を
つ
け
る
際

の
助
け
と
な
る
よ
う
企
画
さ
れ
た
も
の
で
、

本
の
扉
に
「
こ
の
書
は
京
都
の
学
者
方
・
雅

【
主
要
参
考
文
献
】

森
銑
三
・
中
島
利
壽
編
『
近
世
人
名
録
集
成
』
勉

誠
社
、
一
九
七
六
～
七
八
年
。

『
特
別
展
池
大
雅
天
衣
無
縫
の
旅
の
画
家
』
京
都

国
立
博
物
館
、
二
〇
一
八
年
。

木
下
京
子
「
池
玉
瀾
の
画
業
の
一
考
察
」『
慶
應

義
塾
大
学
日
吉
紀
要
（
人
文
科
学
）』
三
、
二
〇
〇

八
年
。

中
村
玲
「
奥
田
（
大
島
）
来
禽
筆
《
清
渓
垂
釣
図
》

に
つ
い
て
」『
実
践
女
子
大
学
香
雪
記
念
資
料
館

館
報
一
四
、
二
〇
一
七
年
。

福
島
理
子
「
女
性
の
漢
文
」
河
野
貴
美
子
・W

iebke
D
E
N
E
C
K
E

・
新
川
登
亀
男
・
陣
野
英
則
・
谷
口

眞
子
・
宗
像
和
重
編
『
日
本
「
文
」
学
史
』
第
二
冊
、

勉
誠
出
版
、
二
〇
一
七
年
。

柯
明
「
江
戸
女
性
漢
詩
の
出
現
―
そ
の
「
育
成
」

に
関
す
る
一
考
察
―
」『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文

学
研
究
科
紀
要
』
六
七
、
二
〇
二
二
年
。
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●
連
載
●
イ
ギ
リ
ス
女
性
生
活
誌

デ
ィス
ト
リ
ク
ト
・ヴ
ィ
ジ
テ
ィング

への
労
働
女
性
の
関
与

ア
目
的
の
多
様
化
と
と
も
に
女
性
が
中
心
的

担
い
手
と
な
っ
て
い
っ
た
。
一
九
世
紀
半
ば

に
は
女
性
の
訪
問
者
が
男
性
の
そ
れ
を
二
倍

か
ら
三
倍
上
回
る
よ
う
に
な
っ
た
と
推
定
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
女
性
自
身
が
立
ち
上
げ

運
営
す
る
組
織
の
活
動
も
拡
大
し
た
。
こ
の

増
加
は
、
ヴ
ィ
ジ
テ
ィ
ン
グ
と
い
う
活
動
の

特
質
、
す
な
わ
ち
家
庭
と
い
う
私
的
空
間
に

入
り
込
む
行
為
そ
の
も
の
に
女
性
を
有
用
な

ら
し
め
、
そ
の
活
躍
を
促
す
要
因
が
含
ま
れ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
う
え
一
九
世
紀
半
ば
以
降
活
発
化
し

た
女
性
の
ヴ
ィ
ジ
テ
ィ
ン
グ
活
動
に
は
、
ケ

ア
提
供
と
状
況
把
握
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
訪

問
先
の
労
働
者
家
庭
の
妻
や
母
親
と
の
交
流

を
重
視
す
る
と
い
う
新
た
な
特
徴
が
現
わ
れ

て
く
る
。
そ
れ
は
、
一
九
世
紀
前
半
ま
で
と

は
異
な
り
、
労
働
者
階
級
一
般
を
対
象
と
し

て
知
識
や
情
報
ひ
い
て
は
観
念
の
伝
達
を
図

り
、
啓
蒙
教
化
に
よ
っ
て
彼
ら
の
生
活
そ
の

も
の
の
改
良
を
目
指
す
こ
と
が
目
的
と
な
っ

り
救
護
の
対
象
者
の
も
と
を
訪
問
す
る
こ
と

で
あ
る
。
多
く
の
場
合
、
ヴ
ォ
ラ
ン
タ
リ
組

織
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る
も
の
で
、
一
定
地

域
を
街
区
で
分
け
、
そ
の
街
区
担
当
者
を
定

め
、
貧
民
家
庭
を
定
期
的
に
訪
問
し
、
必
要

と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
提
供
す
る
活
動
で
あ

る
。
こ
う
し
た
組
織
的
定
期
的
訪
問
の
起
源

が
い
つ
か
は
か
な
ら
ず
し
も
分
明
で
は
な
い

が
、
原
初
形
態
と
し
て
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ

る
の
が
、
メ
ソ
デ
ィ
ズ
ム
運
動
の
一
環
と
し

て
の
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
ズ
リ
の
僚
友
た
ち
や

一
七
八
五
年
結
成
の
『
寄
る
辺
無
き
人
の
友

協
会
』の
活
動
で
あ
る
。そ
し
て
一
九
世
紀
に

入
り
グ
ラ
ス
ゴ
ー
の
牧
師
Ｔ
・
チ
ャ
ー
マ
ー

ズ
に
よ
っ
て
、
教
区
を
二
五
の
地
区
に
分
け

各
地
区
に
は
訪
問
と
ケ
ア
提
供
を
担
当
す
る

者
を
任
命
す
る
と
い
う
基
本
形
式
が
創
り
出

さ
れ
た
。
以
後
、
教
区
教
会
で
牧
師
の
指
揮

の
も
と
に
妻
や
娘
、
教
会
役
員
が
貧
民
家
庭

を
訪
問
す
る
こ
と
が
日
常
化
し
て
い
き
、
そ

れ
を
軸
と
し
て
定
期
訪
問
を
主
要
な
活
動
と

前
回
、
一
九
世
紀
の
労
働
者
階
級
の
レ

ジ
ェ
ン
ド
・
ウ
ー
マ
ン
、
す
な
わ
ち
「
知
ら

れ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
確
か
に
存
在
し

た
、
ま
た
は
彼
女
た
ち
に
続
い
た
多
く
の
女

性
た
ち
を
象
徴
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
存

在
、
つ
ま
り
、
彼
女
た
ち
を
通
し
て
時
代
の

動
き
を
物
語
る
こ
と
が
で
き
る
存
在
」
を
見

つ
け
出
し
語
る
こ
と
を
始
め
た
。
手
始
め
と

し
て
「
ラ
ン
ヤ
ー
ド
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
」
の
バ

イ
ブ
ル
ウ
ー
マ
ン
と
バ
イ
ブ
ル
・
ナ
ー
ス
の

活
動
例
に
触
れ
た
。
一
九
世
紀
の
注
目
さ
れ

る
社
会
活
動
と
し
て
中
流
階
級
女
性
の
慈
善

が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
活
動
の
中

核
で
あ
る
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
・
ヴ
ィ
ジ
テ
ィ

ン
グ
と
し
て
特
記
さ
れ
る
組
織
的
家
庭
訪
問

の
実
際
的
な
部
分
を
担
っ
た
女
性
は
、
実
は

慈
善
篤
志
組
織
に
雇
用
さ
れ
た
労
働
者
階
級

で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
か
ら
で
あ
る
。

労
働
者
階
級
女
性
が
担
っ
た
家
庭
訪
問
の

実
働
部
分
は
、
中
流
階
級
女
性
に
よ
る
組
織

化
や
指
揮
監
督
部
分
に
比
べ
て
あ
ま
り
注
目

た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
生
活
習
慣
の
改

善
に
主
眼
を
置
い
て
普
通
の
労
働
者
家
庭
の

妻
や
母
親
を
対
象
と
し
て
行
う
訪
問
で
は
、

改
善
す
べ
き
点
や
そ
の
や
り
方
な
ど
を
具
体

的
に
親
し
く
伝
え
教
え
る
こ
と
が
必
須
と
な

り
、そ
の
た
め
に
女
性
同
士
の
言
葉
の
交
換
、

語
ら
い
を
通
じ
て
の
啓
蒙
教
化
が
重
要
視
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
述
べ
れ
ば
、
女
性
ヴ
ィ
ジ
テ
ィ

ン
グ
組
織
が
労
働
者
階
級
女
性
を
専
従
の
訪

問
員
と
し
て
活
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由

が
お
の
ず
と
判
明
す
る
で
あ
ろ
う
。つ
ま
り
、

啓
蒙
教
化
を
目
的
と
す
る
が
ゆ
え
に
究
極
に

お
い
て
訪
問
対
象
家
庭
の
人
、
す
な
わ
ち
妻

や
母
と
の
親
密
な
関
係
性
の
構
築
が
必
要
で

あ
り
、そ
の
た
め
に
は
レ
デ
ィ
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー

と
呼
ば
れ
る
中
流
階
級
女
性
と
い
う
外
部
者

で
は
な
く
同
じ
街
区
に
住
む
同
じ
階
級
の
女

性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ

る
。こ
の
意
図
の
も
と
に
、ラ
ン
ヤ
ー
ド
夫
人

に
よ
っ
て
一
八
五
七
年
に
始
め
ら
れ
た
「
聖

書
と
家
庭
に
関
す
る
女
性
ミ
ッ
シ
ョ
ン
（
通

称
ラ
ン
ヤ
ー
ド
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
）」
が
、
労

働
者
階
級
女
性
を
雇
用
し
て
聖
書
を
携
え
て

訪
問
す
る
バ
イ
ブ
ル
ウ
ー
マ
ン
と
し
、
の
ち

に
は
バ
イ
ブ
ル
・
ナ
ー
ス
を
生
み
出
し
た
の

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
他
の
組
織
に

よ
っ
て
も
模
倣
さ
れ
て
い
っ
た
。
労
働
者
階

級
女
性
に
よ
る
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
・
ヴ
ィ
ジ

テ
ィ
ン
グ
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。

す
る
慈
善
組
織
が
、
教
会
の
関
与
、
独
立
し

た
ヴ
ォ
ラ
ン
タ
リ
組
織
で
あ
る
こ
と
を
問
わ

ず
全
国
に
広
が
り
、
一
八
三
〇
年
代
以
降
、

加
速
度
的
に
質
量
と
も
に
増
加
し
た
。

こ
う
し
た
一
九
世
紀
半
ば
ま
で
の
ヴ
ィ
ジ

テ
ィ
ン
グ
組
織
が
提
供
す
る
ケ
ア
と
は
、
具

体
的
に
は
無
償
も
し
く
は
有
償
の
聖
書
、
小

冊
子
、毛
布
、食
料
、石
炭
テ
ィ
ケ
ッ
ト
な
ど

の
物
品
で
あ
り
、
同
時
に
、
労い
た
わり

と
慰
め
の

言
葉
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
貧
民
の
状
況
把
握

（
情
報
収
集
）
も
重
要
視
さ
れ
て
お
り
、そ
う

す
る
こ
と
で
当
座
の
状
況
の
改
善
と
、
究
極

的
に
は
魂
の
救
済
と
い
う
ケ
ア
の
実
現
を
め

ざ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
世

紀
後
半
に
な
っ
て
く
る
と
、
よ
り
世
俗
的
で

多
彩
な
活
動
目
的
を
掲
げ
る
ヴ
ィ
ジ
テ
ィ
ン

グ
組
織
が
誕
生
し
て
い
っ
た
。
訪
問
対
象
者

を
そ
れ
ぞ
れ
病
人
や
障
害
者
、
妊
婦
、
炭
坑

夫
、
水
夫
、
囚
人
な
ど
に
限
定
し
た
組
織
や

一
般
労
働
者
家
庭
を
対
象
と
し
た
禁
酒
や
家

庭
衛
生
の
啓
蒙
と
い
っ
た
生
活
一
般
の
向
上

を
目
的
と
す
る
組
織
が
登
場
す
る
な
ど
、
ケ

ア
内
容
の
多
様
化
が
進
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ

の
結
果
、
博
愛
活
動
史
研
究
家
の
プ
ロ
シ
ャ

ス
カ
言
う
と
こ
ろ
の
「
訪
問
活
動
を
す
る
組

織
は
無
数
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
に
存
在
し
ロ

ン
ド
ン
で
は
こ
れ
ら
の
組
織
の
目
を
逃
れ
う

る
家
庭
は
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
」
と
い
う
状

況
に
至
っ
た
。

そ
し
て
、
初
期
に
は
実
際
的
ヴ
ィ
ジ
テ
ィ

ン
グ
の
担
い
手
は
男
性
で
あ
っ
た
の
が
、
ケ

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。そ
の
う
え
、中
流
階
級

女
性
の
公
的
社
会
進
出
の
動
き
の
な
か
で
実

際
の
訪
問
活
動
も
徐
々
に
、
中
流
階
級
女
性

に
相
応
し
い
「
有
意
義
な
仕
事
」
と
捉
え
ら

れ
て
い
き
、
二
〇
世
紀
を
迎
え
る
と
社
会
福

祉
の
専
門
職
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
か
つ
て
労
働
者
階
級

女
性
が
担
っ
た
活
動
そ
の
も
の
の
価
値
、
社

会
的
意
義
が
認
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ

し
て
、
中
流
階
級
女
性
が
職
業
と
し
て
実
働

部
分
に
進
出
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
一
方

で
は
、
労
働
者
階
級
女
性
に
も
専
門
職
進
出

の
突
破
口
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
二
〇
世
紀

前
半
に
看
護
師
や
ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー
と

し
て
活
躍
し
た
女
性
た
ち
の
手
記
が
、
前
世

紀
転
換
期
に
進
め
ら
れ
た
初
等
・
中
等
教
育

の
拡
充
な
ど
の
社
会
政
策
を
背
景
に
労
働
者

階
級
女
性
の
社
会
上
昇
が
起
こ
っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
過
程
を
た
ど
る
こ
と
と
な
る

デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
・
ヴ
ィ
ジ
テ
ィ
ン
グ
の
女

性
活
動
で
あ
る

が
、
ま
ず
は
、

そ
の
始
ま
り
の

部
分
に
目
を
向

け
る
こ
と
か
ら

始
め
た
い
。

デ
ィ
ス
ト
リ

ク
ト
・
ヴ
ィ
ジ

テ
ィ
ン
グ
は
、

そ
の
名
の
と
お

C
H
R
O
N
O
S

第　　 　　　回

風刺画雑誌『パンチ』誌（5-3-1884）に
掲載されたレディ・ヴィジター図（一部省略）
牧師に伴われてスラムを訪れたが
歓迎されてはいない様子を描いている



近
代
日
本
音
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を
覚
え
る
舞
台
と
報
じ
て
い
る
。
そ
の
前
の

シ
カ
ゴ
大
学
に
お
け
る
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
で
、

一
四
、五
歳
の
少
女
が
喜
び
そ
う
な
大
柄
な

模
様
の
衣
装
を
着
て
い
る
肥
え
た
環
が
、
野

口
に
は
一
種
異
様
に
感
じ
ら
れ
た
。
野
口

は
、
よ
く
も
米
国
で
流
行
す
る
贋
日
本
趣
味

に
適
合
す
る
よ
う
に
自
分
を
改
造
せ
ら
れ
た

も
の
だ
と
も
感
服
し
、
米
国
人
の
贋
日
本
趣

味
に
添
っ
て
初
め
て
舞
台
に
於
け
る
成
功
が

得
ら
れ
る
こ
と
を
了
解
し
た
。
ア
メ
リ
カ
で

環
は
、
毎
日
の
よ
う
に
グ
レ
ー
プ
フ
ル
ー
ツ

と
大
量
の
テ
ィ
ー
ボ
ー
ン
ス
テ
ー
キ
、
一
羽

分
の
鶏
を
食
べ
て
い
た
と
い
う
。
西
洋
の
オ

ペ
ラ
歌
手
に
負
け
な
い
体
づ
く
り
を
し
て
、

日
本
人
の
気
持
ち
と
姿
を
オ
ペ
ラ
に
調
和
さ

せ
よ
う
と
振
る
舞
い
、
環
の
印
象
は
変
化
し

た
。
野
口
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
、「
芸
人
」

と
見
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
、
後
の
日
本
に

お
け
る
環
の
立
場
を
複
雑
に
し
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。（
以
下
次
号
）

大
学
に
移
っ
た
。

環
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
や
ロ
サ
ン
ゼ

ル
ス
な
ど
全
米
各
地
で
《
蝶
々
夫
人
》
を
演

じ
、
一
九
一
七
年
に
は
コ
ロ
ム
ビ
ア
社
で
日

本
の
歌
と
と
も
に
レ
コ
ー
ド
吹
込
み
も
行

う
。
一
九
一
八
年
に
は
赤
十
字
に
招
聘
さ
れ

て
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
・
オ
ペ
ラ
ハ
ウ
ス
で

有
名
な
テ
ナ
ー
歌
手
の
カ
ル
ー
ソ
と
同
じ
慈

善
音
楽
会
に
出
演
し
た
。
一
九
一
六
年
の

シ
ー
ズ
ン
に
は
吉
原
を
舞
台
に
し
た
マ
ス

カ
ー
ニ
作
曲
の
オ
ペ
ラ
《
イ
リ
ス
》
を
歌

い
、
一
九
二
〇
年
に
は
メ
サ
ジ
ェ
が
作
曲
し

た
《
お
菊
さ
ん
》
の
米
国
初
演
も
行
っ
た
。

同
年
に
イ
タ
リ
ア
巡
業
中
の
環
に
会
っ
た

藤
原
義
江
は
、
ロ
ー
マ
の
公
演
は
特
に
も
の

す
ご
い
人
気
で
、「
三
浦
環
来
た
る
」
と
各
新

聞
は
写
真
入
り
で
一
斉
に
書
き
立
て
、
ボ
ッ

ク
ス
は
ほ
と
ん
ど
外
交
団
で
う
ず
め
ら
れ
る

と
い
う
華
や
か
さ
だ
っ
た
と
回
想
し
て
い

る
。
た
だ
し
こ
の
時
は
、
プ
ッ
チ
ー
ニ
の
要

求
す
る
「
お
蝶
さ
ん
」
を
か
弱
い
日
本
婦
人

に
求
め
る
の
は
酷
で
あ
る
と
い
う
批
評
が
多

か
っ
た
ら
し
い
。
ロ
ー
マ
で《
蝶
々
夫
人
》を

鑑
賞
し
た
プ
ッ
チ
ー
ニ
は
、
環
を
山
荘
に
招

待
し
、
も
っ
と
も
理
想
的
な
蝶
々
さ
ん
と
讃

え
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
失
わ
な
い
よ
う
に

と
話
し
た
。
プ
ッ
チ
ー
ニ
の
部
屋
は
花
瓶
や

錦
な
ど
、
日
本
の
調
度
品
で
飾
ら
れ
、
日
本

の
音
楽
を
研
究
し
て
い
た
プ
ッ
チ
ー
ニ
か
ら

日
本
の
歌
を
リ
ク
エ
ス
ト
さ
れ
た
環
は
、
義

残
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
プ
ッ
チ
ー
ニ
は
、

イ
タ
リ
ア
公
使
大
山
綱
介
の
夫
人
か
ら
日
本

音
楽
の
資
料
を
入
手
し
、《
さ
く
ら
さ
く
ら
》

《
お
江
戸
日
本
橋
》《
越
後
獅
子
》
な
ど
の
旋

律
を
挿
入
し
て
、
日
本
的
な
情
緒
を
醸
し
出

し
て
い
る
。

環
の
《
蝶
々
夫
人
》
は
ど
の
よ
う
に
受
け

取
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
九
一
五
年
一
一

月
二
七
日
の
『
読
売
新
聞
』
は
、「
日
本
の
女

流
声
楽
家
が
本
統
の
芸
者
に
扮
す
る
と
い
う

の
で
好
奇
心
を
そ
そ
っ
て
い
る
所
へ
、
感
動

を
与
え
ず
に
は
置
か
ぬ
あ
の
音
声
と
い
た
い

た
し
い
程
可
愛
ら
し
い
あ
の
姿
に
奇
異
な
綺

麗
な
着
物
を
着
た
女
史
の
所
作
表
情
と
が
、

聴
客
を
魅
し
て
了
っ
た
」
と
伝
え
る
。
絵
画

や
工
芸
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
イ
メ
ー
ジ
の
一

つ
に
「
小
さ
く
て
細
か
い
も
の
」
が
挙
げ
ら

れ
、
そ
れ
は
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
に
通
じ
る
。

東
洋
へ
の
憧
れ
と
日
本
の
習
俗
へ
の
興
味
に

加
え
、
小
さ
な
環
の
可
愛
い
容
姿
と
声
の
表

現
、
衣
装
や
所
作
な
ど
に
人
々
は
惹
か
れ
た

の
だ
ろ
う
。
環
は
蝶
々
さ
ん
の
性
格
を
深
く

読
み
込
ん
で
、
日
本
人
な
ら
で
は
の
細
か
い

役
作
り
の
工
夫
を
し
、
西
洋
人
に
も
納
得
さ

れ
る
蝶
々
さ
ん
を
表
現
し
得
た
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
彫
刻
家
イ
サ
ム
・
ノ
グ
チ
の

父
で
詩
人
の
野
口
米
次
郎
は
、
一
九
一
九
年

一
二
月
二
六
日
の
『
東
京
朝
日
新
聞
』
の

「
三
浦
環
夫
人
流
石
は
芸
人
だ
」と
い
う
記
事

で
、
見
事
な
声
で
自
然
に
つ
り
込
ま
れ
て
涙

ジ
ョ
ー
ジ
五
世
や
王
妃
の
前
で
日
本
の
《
さ

く
ら
さ
く
ら
》《
蛍
》
と
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
《
リ

ゴ
レ
ッ
ト
》か
ら〈
慕
わ
し
き
御
名
〉を
歌
っ

た
。
そ
こ
で
環
は
、日
本
で
は
《
埴
生
の
宿
》

と
し
て
知
ら
れ
る
《
ホ
ー
ム
・
ス
ィ
ー
ト
・

ホ
ー
ム
》
を
歌
っ
た
往
年
の
名
歌
手
、
ア
デ

リ
ー
ナ
・
パ
ッ
テ
ィ
の
芸
術
の
境
地
に
感
銘

を
受
け
た
。
こ
の
演
奏
会
で
環
は
一
躍
有
名

に
な
り
、
日
本
に
も
そ
の
様
子
が
伝
え
ら
れ

た
の
で
あ
る
。

そ
の
環
に
、
一
九
〇
四
年
に
初
演
さ
れ
た

ば
か
り
の
プ
ッ
チ
ー
ニ
作
曲
《
蝶
々
夫
人
》

の
出
演
依
頼
が
舞
い
込
む
。
環
は
、
幼
少
か

ら
身
に
つ
け
た
踊
り
の
身
振
り
や
、
結
婚
式

で
振
袖
に
白
い
打
掛
を
着
て
三
々
九
度
の
盃

を
交
わ
す
と
い
っ
た
日
本
の
風
俗
を
取
り
入

れ
た
。
そ
し
て
、
西
洋
人
か
ら
見
て
不
自
然

に
な
ら
な
い
よ
う
に
着
物
の
帯
を
平
た
く
結

び
、一
五
歳
の
子
ど
も
っ
ぽ
い
蝶
々
さ
ん
、夫

を
待
つ
一
八
歳
の
蝶
々
さ
ん
を
演
じ
、
愛
児

と
別
れ
自
害
す
る
蝶
々
さ
ん
の
母
性
愛
と
悲

し
み
を
表
現
し
た
。
一
九
一
五
年
五
月
三
一

日
の
ロ
ン
ド
ン
・
オ
ペ
ラ
・
ハ
ウ
ス
で
日
本

人
が
タ
イ
ト
ル
・
ロ
ー
ル
を
演
じ
る
《
お
蝶

夫
人
》
の
上
演
は
、非
常
な
注
目
を
集
め
た
。

《
蝶
々
夫
人
》
が
評
判
と
な
っ
た
環
は
、ボ
ス

ト
ン
・
オ
ペ
ラ
・
カ
ン
パ
ニ
ー
の
招
聘
に
よ

り
渡
米
し
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
や
ボ
ス
ト
ン
な

ど
で
華
々
し
い
活
躍
を
繰
り
広
げ
、
ロ
ン
ド

ン
大
学
で
研
究
し
て
い
た
夫
は
コ
ロ
ン
ビ
ア

太
夫
の
『
三
十
三
間
堂
棟
由
来
』
よ
り
〈
木

遣
り
唄
〉
を
歌
っ
た
と
い
う
。

《
蝶
々
夫
人
》
は
、ア
メ
リ
カ
人
の
ロ
ン
グ

が
滞
日
経
験
を
持
つ
姉
の
話
に
ヒ
ン
ト
を
得

て
書
い
た
短
編
小
説
が
原
作
で
あ
る
。
そ
の

後
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
好
評
を
得
た
ベ
ラ
ス

コ
の
戯
曲
を
も
と
に
、
イ
タ
リ
ア
人
の
ジ
ャ

コ
ー
ザ
と
イ
ッ
リ
カ
が
台
本
を
書
い
た
。
絵

画
と
同
じ
く
一
九
世
紀
の
オ
ペ
ラ
に
は
、
し

ば
し
ば
異
国
趣
味
が
描
か
れ
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ス

ム
に
沸
く
一
九
世
紀
末
に
は
、
サ
リ
ヴ
ァ
ン

の
オ
ペ
レ
ッ
タ
《
ミ
カ
ド
》（
一
八
八
五
）
や

《
イ
リ
ス
》（
一
八
九
八
）
な
ど
日
本
を
題
材

に
し
た
オ
ペ
ラ
が
作
ら
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
人

海
軍
士
官
と
し
て
滞
日
し
た
ロ
テ
ィ
の
小
説

を
も
と
に
し
た
《
お
菊
さ
ん
》（
一
八
九
二
）

は
、
開
国
後
の
日
本
に
や
っ
て
き
た
西
洋
の

軍
人
の
都
合
で
置
き
去
ら
れ
る
現
地
妻
を
描

い
た
点
で
、《
蝶
々
夫
人
》
と
共
通
し
て
い

る
。《
蝶
々
夫
人
》
で
は
、
恋
愛
の
破
局
の

み
な
ら
ず
、
自
己
犠
牲
を
伴
う
親
子
の
愛
情

が
描
か
れ
る
。
異
国

情
緒
に
あ
ふ
れ
た
恋

愛
を
普
遍
的
な
テ
ー

マ
に
高
め
て
ド
ラ
マ

を
盛
り
上
げ
、
美
し

い
旋
律
が
ち
り
ば
め

ら
れ
て
い
る
か
ら
こ

そ
、《
蝶
々
夫
人
》
は

人
気
の
演
目
と
し
て

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
か
ら
戻
り
、
医
学
者
の

三
浦
政
太
郎
と
正
式
に
結
婚
し
た
三
浦
環

（
一
八
八
四
─
一
九
四
六
）
は
、
一
九
一
四

（
大
正
三
）
年
に
夫
と
と
も
に
憧
れ
の
洋
行

を
果
た
す
。
当
初
、
リ
リ
ー
・
レ
ー
マ
ン
に

習
う
た
め
に
ベ
ル
リ
ン
に
行
っ
た
が
、
ド
イ

ツ
が
イ
ギ
リ
ス
と
開
戦
し
た
た
め
ロ
ン
ド
ン

に
逃
れ
た
。
日
英
同
盟
に
よ
り
日
本
が
ド
イ

ツ
に
宣
戦
布
告
し
た
の
は
す
ぐ
後
で
あ
る
。

二
〇
世
紀
を
代
表
す
る
指
揮
者
の
一
人
で
あ

る
サ
ー
・
ヘ
ン
リ
ー
・
ウ
ッ
ド
か
ら
素
質
と

技
術
を
認
め
ら
れ
た
環
は
、
後
に
イ
ギ
リ
ス

首
相
と
な
る
チ
ャ
ー
チ
ル
の
母
よ
り
恤
じ
ゅ
っ
ぺ
い兵
音

楽
会
（
軍
隊
や
兵
士
へ
の
寄
付
を
募
る
音
楽

会
）で
日
本
の
歌
を
歌
う
よ
う
に
依
頼
さ
れ
、

一
〇
月
二
四
日
に
ア
ル
バ
ー
ト
・
ホ
ー
ル
で

【
主
要
参
考
文
献
】

大
石
み
ち
こ
『
奇
跡
の
プ
リ
マ
・
ド
ン
ナ
―
オ
ペ

ラ
歌
手
・
三
浦
環
の
「
声
」
を
求
め
て
』
Ｋ
Ａ
Ｄ

Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
、
二
〇
二
二
年
。

田
辺
久
之
『
新
版
考
証
三
浦
環
』
幻
冬
舎
、

二
〇
二
〇
年
。

早
川
牧
子
「
英
国
の
三
浦
環
―
電
子
新
聞
ア
ー
カ

イ
ヴ
を
も
ち
い
た
一
九
一
四
～
一
九
一
五
年
の
受

容
調
査
」『
東
京
音
楽
大
学
研
究
紀
要
』第
四
二
巻
、

二
〇
一
九
年
、
１
５
７
―
１
７
５
頁
。

吉
本
明
光
編
「
お
蝶
夫
人
―
三
浦
環
自
伝
」『
世

界
の
人
間
像
』
第
二
巻
、角
川
書
店
、一
九
六
一
年
。

《蝶々夫人》
リコルディ版 ヴォーカル・スコア表紙
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拒
否
さ
れ
、
幾
重
に
も
な
る
心
の
傷
を
負
っ
た
子
ど
も
達
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
は
破
壊
的
で
あ
る
。
こ
う
し
た
子
ど
も
達
が
再
び
地
域
で
生
活
で

き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
教
育
や
ケ
ア
を
行
う
職
員
は
相
当
な
忍
耐
力

を
も
っ
て
子
ど
も
達
に
か
か
わ
っ
て
い
く
。
マ
ル
ベ
リ
ー
ブ
ッ
シ
ュ
に

は
、
イ
ギ
リ
ス
法
務
省
の
職
員
が
嵐
の
通
り
過
ぎ
た
よ
う
な
様
子
に
腰

を
抜
か
し
た
、
と
い
う
逸
話
も
残
っ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

一
方
、
マ
ル
ベ
リ
ー
ブ
ッ
シ
ュ
の
実
践
に
は
、
日
本
の
施
設
養
育
に

は
見
ら
れ
な
い
数
多
く
の
特
徴
が
あ
る
。
例
え
ば
、
子
ど
も
達
の
宿
舎

の
居
間
や
階
段
に
は
、
マ
ル
ベ
リ
ー
ブ
ッ
シ
ュ
で
生
活
し
た
す
べ
て
の

子
ど
も
達
の
写
真
が
飾
ら
れ
て
い
る
。
子
ど
も
の
破
壊
行
動
に
よ
る
家

具
や
壁
の
破
損
は
、専
門
の
ス
タ
ッ
フ
に
よ
っ
て
即
座
に
修
繕
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
ス
タ
ッ
フ
は
子
ど
も
の
三
倍
程
度
の
人
数
が
配
置
さ
れ
て
い

る
。
こ
う
し
た
実
践
や
仕
組
み
に
、
子
ど
も
達
に
対
す
る
ド
ラ
イ
ス
デ

イ
ル
の
ま
な
ざ
し
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
は
、
施
設
養
育

に
お
い
て
子
ど
も
を
大
切
に
す
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
を
再
考
す

る
た
め
の
ヒ
ン
ト
で
も
あ
る
。

ド
ラ
イ
ス
デ
イ
ル
を
は
じ
め
、
イ
ギ
リ
ス
の
民
間
福
祉
施
設
の
創
設

者
に
は
カ
リ
ス
マ
的
な
魅
力
を
備
え
た
人
物
が
多
い
。
し
か
し
、
創
設

者
の
没
後
、
そ
の
理
念
や
実
践
を
引
き
継
ぐ
者
が
お
ら
ず
、
施
設
自
体

が
消
滅
し
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
。
こ
う
し
た
中
で
、
ド
ラ

イ
ス
デ
イ
ル
の
ユ
ニ
ー
ク
な
理
論
と
実
践
は
現
在
も
マ
ル
ベ
リ
ー
ブ
ッ

シ
ュ
に
引
き
継
が
れ
て
お
り
、イ
ギ
リ
ス
国
内
だ
け
で
な
く
、ヨ
ー
ロ
ッ

パ
諸
国
で
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
の
関
心
は
、
ド
ラ
イ
ス
デ

イ
ル
の
よ
う
な
施
設
養
育
の
パ
イ
オ
ニ
ア
を
輩
出
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
土

壌
、
そ
し
て
、
施
設
養
育
に
対
す
る
強
い
逆
風
の
中
で
も
、
長
期
に
わ

た
る
実
践
を
継
続
可
能
に
し
た
仕
組
み
に
向
か
っ
て
い
る
。

実
践
が
展
開
さ
れ
た
。
マ
ル
ベ
リ
ー
ブ
ッ
シ
ュ
も
セ
ラ
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ッ

ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
一
つ
と
し
て
、
心
に
ダ
メ
ー
ジ
を
負
っ
た
子
ど

も
達
を
受
け
入
れ
、
約
二
年
間
の
施
設
養
育
を
通
じ
て
再
び
地
域
で
の

生
活
を
送
る
た
め
の
力
を
つ
け
て
い
く
。

筆
者
が
ド
ラ
イ
ス
デ
イ
ル
と
マ
ル
ベ
リ
ー
ブ
ッ
シ
ュ
を
知
っ
た
の

は
、
一
九
九
五
年
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
既
に
親
と
暮
ら

せ
な
い
子
ど
も
の
養
育
は
里
親
委
託
が
主
流
と
な
っ
て
い
た
。
入
所
施

設
は
、
里
親
へ
の
移
動
を
待
つ
子
ど
も
や
、
里
親
に
よ
る
養
育
の
失
敗

に
よ
り
行
き
場
を
失
っ
た
子
ど
も
た
ち
の
最
後
の
砦
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
た
。
入
所
施
設
を
利
用
す
る
子
ど
も
の
数
も
漸
減
し
、
つ
い

に
は
公
立
の
入
所
施
設
を
廃
止
す
る
地
方
自
治
体
も
出
て
き
た
。
こ
う

し
た
入
所
施
設
廃
止
の
動
き
に
抗
す
る
た
め
に
、
施
設
養
育
の
有
効
性

を
再
認
識
し
よ
う
と
す
る
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
が
活
発
化
し
た
。
こ
の
時
期

に
注
目
さ
れ
た
入
所
施
設
の
一
つ
が
マ
ル
ベ
リ
ー
ブ
ッ
シ
ュ
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
近
郊
の
村
に
あ
る
マ
ル
ベ
リ
ー
ブ
ッ
シ
ュ
は
、

イ
ギ
リ
ス
ら
し
い
豊
か
な
緑
に
囲
ま
れ
、
い
く
つ
か
の
コ
テ
ー
ジ
が
立

ち
並
ぶ
定
員
二
十
名
の
入
所
施
設
で
あ
る
。
し
か
し
、
施
設
内
に
は
全

く
別
の
景
色
が
あ
っ
た
。
学
校
か
ら
も
福
祉
施
設
か
ら
も
受
け
入
れ
を

親
と
暮
ら
せ
な
い
子
ど
も
は
、
い
つ
の
時
代
に
も
、
ど
の
社
会
に
も

存
在
す
る
。
こ
う
し
た
子
ど
も
を
ど
の
よ
う
に
育
て
る
か
と
い
う
課
題

に
つ
い
て
、入
所
施
設
は
早
く
か
ら
対
応
方
法
の
一
つ
と
な
っ
て
き
た
。

イ
ギ
リ
ス
で
は
公
的
な
資
金
を
用
い
た
入
所
施
設
で
の
子
ど
も
の
養
育

が
一
六
世
紀
に
開
始
さ
れ
た
。
以
来
、
公
立
、
民
間
の
入
所
施
設
に
よ

る
様
々
な
試
行
錯
誤
が
行
わ
れ
、
子
ど
も
の
施
設
養
育
に
関
す
る
制
度

や
実
践
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
施
設
養
育
の
長
い
歴
史
を
ひ
も
と
く
と
、
そ
の

中
に
数
多
く
の
女
性
実
践
者
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ

る
バ
ー
バ
ラ
・
ド
ッ
カ
ー
‐
ド
ラ
イ
ス
デ
イ
ル
（Barbara

D
ocker-

D
rysdale:1912-1999

：
以
下
「
ド
ラ
イ
ス
デ
イ
ル
」
と
表
記
）
も
そ
の

一
人
で
あ
る
。
一
九
四
八
年
、
彼
女
は
マ
ル
ベ
リ
ー
・
ブ
ッ
シ
ュ
・
ス

ク
ー
ル（M

ulberry
Bush

School

：
以
下「
マ
ル
ベ
リ
ー
ブ
ッ
シ
ュ
」

と
表
記
）
を
創
設
し
、
ト
ラ
ウ
マ
を
体
験
し
情
緒
的
な
問
題
を
抱
え
る

子
ど
も
達
と
の
実
践
を
、
後
に
著
作
『T

herapy
and

Consultation
ofChild

Care

』
と
し
て
ま
と
め
た
人
物
で
あ
る
。

ド
ラ
イ
ス
デ
イ
ル
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド

の
自
宅
で
保
育
所
を
開
き
、
疎
開
し
て
き
た
ロ
ン
ド
ン
の
イ
ー
ス
ト
エ

ン
ド
出
身
の
子
ど
も
を
受
け
入
れ
て
い
た
。
彼
女
は
そ
の
中
に
、
情
緒

的
な
問
題
を
抱
え
た
子
ど
も
が
多
い
こ
と
に
気
づ
き
、
劣
悪
な
環
境
の

影
響
を
受
け
精
神
的
に
ダ
メ
ー
ジ
を
負
っ
た
子
ど
も
の
養
育
に
関
心
を

持
っ
た
。
そ
こ
で
、
児
童
精
神
分
析
家
の
ア
ナ
・
フ
ロ
イ
ド
や
児
童
精

神
科
医
の
ド
ナ
ル
ド
・
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
の
理
論
を
学
び
、
マ
ル
ベ
リ
ー

ブ
ッ
シ
ュ
で
の
子
ど
も
達
へ
の
施
設
養
育
を
開
始
し
た
。
ド
ラ
イ
ス
デ

イ
ル
は
「
凍
り
付
い
た
状
態
（Frozen

）」「
統
合
さ
れ
て
い
な
い
状
態

（U
nintegrated

）」
等
の
独
自
の
定
義
を
用
い
、
入
所
施
設
で
の
治
療

的
養
育
を
発
展
さ
せ
た
。

マ
ル
ベ
リ
ー
ブ
ッ
シ
ュ
の
創
設
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
心
理
学
や

精
神
分
析
学
を
取
り
入
れ
た
施
設
養
育
が
注
目
さ
れ
た
時
期
と
重
な
っ

て
い
る
。
こ
の
時
期
、
非
行
、
不
適
応
な
ど
に
よ
り
、
地
域
で
の
養
育

が
困
難
と
な
っ
た
子
ど
も
を
受
け
入
れ
る
「
セ
ラ
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ッ
ク
・

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
（T

herapeutic
Com

m
unity

）」
と
呼
称
さ
れ
る
施
設

が
イ
ギ
リ
ス
各
地
に
誕
生
し
た
。
セ
ラ
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
は
そ
れ
ま
で
の
施
設
養
育
を
大
き
く
転
換
し
た
。子
ど
も
達
は「
貧

困
児
童
」
と
し
て
で
は
な
く
、
一
個
人
と
し
て
み
な
さ
れ
た
。
子
ど
も

と
職
員
と
の
関
係
構
築
が
重
視
さ
れ
、
個
別
の
心
理
療
法
や
、
子
ど
も

が
自
信
を
持
て
る
よ
う
な
経
験
が
提
供
さ
れ
た
。
共
同
体
と
し
て
の
意

識
を
高
め
る
た
め
に
あ
え
て
外
部
社
会
と
の
交
流
を
制
限
し
、「
計
画
さ

れ
た
環
境
で
の
治
療
（Planned

Environm
entT

herapy

）」
に
よ
っ

て
、
子
ど
も
の
社
会
的
、
精
神
的
、
そ
し
て
教
育
的
ニ
ー
ズ
を
満
た
す

子
ど
も
の
施
設
養
育
の
パ
イ
オ
ニ
ア:

　
　
バ
ー
バ
ラ
・
ド
ッ
カ
ー
─
ド
ラ
イ
ス
デ
イ
ル
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ル
ベ
リ
ー
・
ブ
ッ
シ
ュ
・
ス
ク
ー
ル
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