
其
の
時
〔
明
治
二
十
五
年
予
備
の
課
程
入
学
の
と
ぎ
—
~
編
者
註
〕
日
本
聾
の

先
生
は
、
橋
本
雅
邦
、
川
端
玉
章
、
巨
勢
小
石
の
三
教
授
で
、
助
教
授
に

は
、
狩
野
友
信
、
結
城
正
明
の
雨
先
生
が
ゐ
た
。
営
時
の
教
育
方
針
は
、

縮
叢
科
、
彫
刻
科
、
美
術
工
藝
科
の
何
れ
の
科
に
入
學
す
る
者
で
も
皆
最

初
の
一
年
間
は
豫
備
の
課
程
に
入
れ
、
そ
れ
に
一
週
問
交
替
で
綸
画
と
彫

刻
を
遣
ら
し
た
。
其
の
前
年
ま
で
は
普
通
科
が
二
年
あ
っ
て
、
そ
れ
が
終

る
と
本
科
の
一
年
に
編
入
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
何
で
も
予
の
入
學
し

た
年
か
ら
普
通
科
が
一
年
に
な
っ
て
、
そ
れ
を
豫
備
の
課
程
と
言
っ
た
ら

マ
マ

し
い
。
そ
ん
な
諄
で
錨
造
の
香
取
秀
侃
、
蒔
箱
の
磯
谷
完
山
氏
等
と
は
、

一
緒
に
机
を
並
べ
て
綸
を
畳
い
た
り
彫
刻
し
た
り
し
た
も
の
で
あ
る
。
豫

備
の
箱
霊
は
狩
野
友
信
と
結
城
正
明
の
雨
先
生
で
、
其
の
時
の
教
授
法

は
、
｛
島
生
は
正
明
先
生
の
受
持
で
、
石
膏
で
花
や
何
か
を
半
肉
に
し
た
も

の
を
鴬
生
さ
せ
る
。
正
明
先
生
は
銅
版
を
遣
っ
た
人
で
あ
る
か
ら
勿
論
西

洋
甕
も
出
来
た
。
明
治
十
年
に
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
肖
像
を
銅
版
に
し
て
博

覧
會
に
出
品
し
た
程
で
あ
る
か
ら
、
ア
カ
ン
サ
ス
等
の
装
飾
的
草
花
を
半

肉
の
石
膏
に
し
て
、
そ
れ
を
影
を
と
ら
し
て
寓
生
さ
せ
る
と
い
ふ
や
う
な

マ
マ

教
授
法
は
、
先
生
が
前
任
の
エ
部
大
學
に
於
け
る
西
洋
霊
教
授
の
名
残
で

あ
ら
う
と
思
ふ
。
臨
聾
の
撥
任
は
友
信
先
生
で
、
鳥
子
紙
に
古
聾
を
木
版

マ
マ

で
印
刷
し
た
も
の
を
手
本
に
し
て
臨
窯
さ
せ
た
。
李
龍
眠
の
羅
漢
や
布

袋
、
そ
れ
か
ら
維
摩
の
像
、
小
さ
い
も
の
で
は
徽
宗
皇
帝
の
鳩
と
言
ふ
や

う
な
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
臨
霊
さ
せ
て
、
墨
隈
は
自
分
で
と
ら
し

（
「
入
学
当
時
以
来
の
回
顧
談
」
結
城
素
明

『東
京
美
術
学
校
校
友
会
月
報
』

第
三
十
巻
第

一
号
。
昭
和
六
年
四
月
）

こ。
キ
ー

明
治
二
十
―
―一
年
十
月
二
十
七
日
、
専
修
科
の
授
業
が
始
ま
っ
た
。
以
下
、
各

科
の
指
導
体
制
お
よ
び
授
業
（
実
習
）
内
容
の
概
要
を
記
す
が
、

編
集
の
都
合

上
、
西
洋
画
科
に
つ
い
て
は

319¥333
頁
と
重
複
す
る
の
で
、
こ
こ
で
は
省
く
。

絵
画
教
育
開
始
の
準
備
に
携
わ
っ
た
画
家
は
狩
野
芳
崖
、
橋
本
雅
邦
、
狩
野

友
信
、
結
城
正
明
ら
で
、
い
ず
れ
も
旧
幕
狩
野
絵
所
勝
川
院
雅
信
門
下
、
い
う

ま
で
も
な
く
彼
ら
は
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
鑑
画
会
の
有
カ
メ
ソ
バ

ー
で
あ
っ
た
。
筆

頭
の
狩
野
芳
崖
は
本
校
絵
画
科
主
任
教
師
と
な
る
べ
ぎ
人
で
あ
っ
た
が
、
開
校

前
に
死
去
し
た
た
め
、
橋
本
雅
邦
が
主
任
格
の
地
位
に
つ
い
た
。
雅
邦
は
芳
崖

同
様
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
指
示
に
従
っ
て
日
本
画
改
良
の
実
験
的
制
作
を
試
み
た

り
も
し
た
が
、
作
風
は
概
ね
古
風
温
雅
で
、
保
守
派
の
東
洋
絵
画
会
の
中
で
も

評
判
が
良
か
っ
た
。

絵
画
科
の
教
師
と
し
て
は
雅
邦
、
友
信
、
正
明
の
ほ
か
に
川
端
玉
章
、
巨
勢

小
石
が
採
用
さ
れ
た
。
玉
章
は
円
山
派
の
流
れ
を
汲
み
、
東
洋
絵
画
会
で
声
望

高
く
、
家
塾
も
持
っ
て
い
た
。
小
石
は
巨
勢
金
岡
の
涼
裔
と
称
す
る
金
親
の
子

と
し
て
京
都
に
生
ま
れ
、
家
業
の
仏
画
製
作
の
ほ
か
に
岸
連
山
、
中
西
耕
石
の

画
法
を
学
び
、
緻
密
な
彩
色
法
な
ど
に
秀
で
た
画
家
で
、
京
都
府
画
学
校
設
立

に
携
わ
り
、
同
校
教
師
を
勤
め
て
い
た
が
、
そ
れ
を
辞
し
て
本
校
へ
赴
任
し

絵

画

科

第
二

節

専

門

教

育

（
実
習
授
業
）
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た
。
か
く
て
、
雅
邦
、
玉
章
、
小
石
の
三
人
が
教
授
と
な
り
、
友
信
、
正
明
は

助
教
授
と
な
っ
て
絵
画
科
の
指
導
体
制
が
で
き
上
が
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
岡
倉

覚
―
―
一
の
考
え
が
強
く
反
映
し
て
い
た
。

岡
倉
は
、
明
治
時
代
を
日
本
の
古
代
、
中
世
、
近
世
美
術
が
復
興
、
渾
融
せ

ら
れ
、
そ
こ
か
ら
新
し
い
も
の
が
生
ま
れ
る
べ
き
時
代
で
あ
る
と
解
釈
し
、
明

治
二
十
七
年
に
は
絵
画
科
に
対
し
て
分
期
教
室
制

(m頁
参
照
）
を
実
施
し
て
古

代
を
巨
勢
小
石
に
、
中
世
を
橋
本
雅
邦
に
、
近
世
を
川
端
玉
章
に
委
ね
、
日
本

絵
画
史
上
の
三
大
様
式
を
復
輿
す
る
導
入
の
役
割
を
担
わ
せ
よ
う
と
す
る
が
、

こ
の
計
画
は
絵
画
科
発
足
当
時
か
ら
彼
の
脳
裏
に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
雅
邦
、
玉

章
、
小
石
の
採
用
と
な
っ
て
顕
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

草
創
期
の
絵
画
科
で
は
江
戸
時
代
の
絵
画
が
流
派
墨
守
に
よ
っ
て
創
造
性
を

封
じ
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
反
省
に
立
ち
、
教
師
に
よ
っ
て
ク
ラ
ス
を
分
け
る

こ
と
は
せ
ず
、
た
だ
、
友
信
と
正
明
は
普
通
科
の
絵
画
授
業
を
主
と
し
て
担
当

し
、
三
教
授
は
絵
画
科
お
よ
び
普
通
科
を
全
体
的
に
指
導
す
る
と
い
う
、
大
ま

か
な
分
担
を
行
な
っ
た
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
。
絵
画
科
の
授
業
は
定
め
ら
れ
た

教
程
に
沿
っ
て
進
め
ら
れ
、
そ
の
問
に
教
師
た
ち
は
必
要
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ

得
意
と
す
る
と
こ
ろ
を
生
徒
一
同
に
教
え
た
。
ま
た
、
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、

岡
倉
校
長
時
代
に
は
絵
画
科
に
限
ら
ず
教
師
が
学
校
で
自
分
の
制
作
を
す
る
こ

と
が
奨
励
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
の
絵
画
科
の
雰
囲
気
は

次
の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た
。

、
、
、
、

あ
っ
ち
の
教
室
へ
行
け
ば
玉
章
さ
ん
が
一
氣
呵
成
の
つ
け
た
て
を
霊
い
て

居
る
。
こ
っ
ち
の
教
室
へ
来
て
見
れ
ば
雅
邦
さ
ん
が
謹
直
そ
の
も
の
と
い

ふ
顔
を
し
て
懸
腕
直
筆
を
や
っ
て
居
る
。
そ
の
間
に
小
石
と
い
ふ
人
は
な

か
l
＼
彩
色
の
う
ま
か
っ
た
人
で
、
或
る
時
鹿
の
箱
を
や
は
り
生
徒
の
前

で
蜜
い
て
見
せ
た
が
、
鹿
の
毛
描
と
い
ふ
も
の
は
三
十
幾
遍
の
隈
を
重
ね

て
丁
寧
な
地
隈
を
せ
ね
ば
深
み
の
出
ぬ
も
の
だ
と
い
つ
て
、
軽
い
と
こ
ろ

は
さ
う
で
も
な
か
っ
た
が
要
所
々
々
は
本
統
に
淡
い
色
を
一
――
十
何
遍
も
塗

つ
て
仕
上
げ
て
見
せ
た
。

な
お
、
溝
口
は
雅
邦
が

「
白
雲
紅
樹
」
も
生
徒
の
目
の
前
で
描
い
た
と
言

っ

て
い
る

(m頁
参
照
）
。
ま
た
、
小
石
の
鹿
の
毛
描
き
云
々
に
つ
い
て
は
本
学
芸

術
資
料
館
蔵
「
秋
野
鹿
」
（
明
治
二
十
三
年
第
三
回
内
国
勧
業
博
覧
会
出
品
）
が
参
考

に
な
る
。

次
に
、
絵
画
科
の
教
育
内
容
で
あ
る
が
、
彫
刻
科
、
美
術
工
芸
科
と
異
な

り
、
同
科
の
場
合
は
実
習
教
程
の
記
録
が
現
存
せ
ず
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

し
か
し
、
学
科
課
程
表

(156
頁
）
を
見
る
と
、

実
習
に
は
「
臨
模
」
「
写
生
」

「
新
案
」
の
三
科
目
お
よ
び

「
材
料
及
び
手
訣
」
の
科
目
が
あ
り
、
第
一
年
目

は
「
臨
模
」
の
時
間
数
が
一
番
多
く
、

「
写
生
」
と

「
新
案
」
と
は
同
時
間

数
。
第
二
年
目
は
「
臨
模
」
の
時
間
数
が
半
減
し
て
、

「
新
案
」
の
時
間
数
が

倍
増
し
（
「
写
生
」
の
時
間
数
は
前
と
同
じ
）
、
第
三
年
目
で
は
「
新
案
」
の
み
と
な

り
、
そ
の
中
で
卒
業
制
作
を
行
な
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
科
目
配
置
法

に
よ
っ
て
、
臨
模
を
主
と
し
写
生
を
従
と
し
て
基
礎
的
な
力
を
蓑
い
な
が
ら
徐

々
に
創
作
に
向
か
わ
せ
る
と
い
う
指
導
方
法
を
と
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

「
臨
模
」
の
授
業
で
は
、
帝
国
博
物
館
美
術
部
長
を
兼
任
し
て
い
た
岡
倉
校

長
、
或
い
は
川
崎
千
虎
な
ど
が
同
館
所
蔵
の
粉
本
類
か
ら
選
び
出
し
た
も
の
を

多
数
教
室
に
備
え
て
置
い
た
の
で
、
生
徒
は
そ
れ
ら
を
順
次
臨
模
し
た
。
臨
模

（
「
現
代
美
術
の
黎
明
期
を
語
る
」
の
溝
口
宗
文
談
話
。
前
出
）
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の
作
業
は
普
通
科
に
お
け
る
臨
画
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

画
」
が
手
本
に
よ
っ
て
画
を
描
ぎ
習
う
こ
と
を
意
味
し
た
の
に
対
し
て
「
臨

模
」
は
手
本
や
原
本
を
模
写
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
よ
う
で
あ
る
。
絵
画
科
の

臨
模
の
手
本
は
粉
本
類
が
主
体
で
、
木
版
手
本
も
含
ま
れ
て
い
た
か
も
知
れ
な

い
が
、
わ
ず
か
で
あ
っ
た
ろ
う
。
前
出
結
城
素
明
の
回
想
に
よ
っ
て
、
木
版
手

本
は
少
な
く
と
も
明
治
二
十
五
年
頃
ま
で
は
予
備
の
課
程
で
使
用
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
が
、
左
記
の
橋
本
雅
邦
の
言
に
よ
れ
ば
、
木
版
手
本
は
評
判
が

悪
く
、
割
合
い
早
い
時
期
に
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
前
東
京
美
術
學
校
で
、
箱
盟
科
の
手
本
と
し
て
木
版
摺
の
も
の
を
用
ひ

た
事
が
あ
っ
た
。
所
が
生
徒
の
其
れ
に
依
つ
て
聾
い
た
も
の
は
、
木
版
の

―
つ
の
癖
と
も
い
ふ
べ
き
、
描
線
の
ぽ
っ
た
り
と
し
た
霊
が
多
く
其
成
績

に
上
り
ま
し
た
か
ら
、
こ
れ
で
は
い
か
ぬ
と
、
直
ぐ
に
其
の
木
版
摺
の
手

本
を
麿
し
ま
し
た
が
、
ど
う
も
癖
は
入
り
易
い
も
の
で
云
々

（『
日
本
美
術
』
第
四
十
二
号
。
明
治
一二
十
五
年
七
月
二
十
五
日
）

「
臨
模
」
の
授
業
で
上
級
生
は
原
本
模
写
の
機
会
も
与
え
ら
れ
た
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
溝
口
宗
文
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

模
寓
は
臨
甕
の
傍
ら
、
自
分
の
参
考
と
し
て
勉
強
次
第
で
し
た
。
と
こ

ろ
が
三
年
級
ぐ
ら
ゐ
の
と
き
だ
っ
た
と
思
ひ
ま
す
が
、
や
は
り
寓
し
物
と

い
ふ
も
の
が
非
常
に
必
要
だ
と
い
ふ
説
が
有
力
視
さ
れ
た
の
で
、
寓
し
物

は
銘
々
が
可
な
り
熱
心
に
修
業
す
る
や
う
に
な
っ
た
。
―
つ
に
は
自
家
の

粉
本
を
ふ
や
す
た
め
に
も
。
し
か
し
學
校
で
寓
し
物
と
し
て
黙
を
採
る
こ 「臨

『古
美
術
』

前
出
）

と
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
一
遍
そ
れ
を
競
技
し
て
見
よ
う
と
い
ふ
の

で
、
簸
引
き
で
學
校
に
あ
る
原
物
を
き
め
て
模
寓
し
て
黙
を
採
っ
た
こ
と

マ
マ

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
自
分
が
堂
っ
た
の
が
、
學
校
に
あ
る
一
直

マ
マ

庵
の
鷹
で
あ
た
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
一
生
懸
命
に
模
寓
し
た
が
、
偶
然
に

も
た
し
か
一
番
く
ら
ゐ
の
黙
を
採
っ
た
の
で
し
た
。
こ
れ
は
臨
時
的
に
や

っ
た
も
の
で
、
普
段
は
そ
れ
で
採
黙
す
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
ま
た
妙
な
こ
と
を
教
へ
た
も
の
だ
が
、
偽
造
を
す
る
こ
と

を
や
っ
た
。
そ
の
方
法
と
し
て
は
初
め
揚
げ
う
つ
し
法
で
寓
し
て
し
ま
つ

て
、
さ
う
し
て
そ
れ
を
水
で
す
つ
か
り
濡
ら
せ
と
い
ふ
。
こ
の
水
が
七
八

分
乾
い
た
と
こ
ろ
で
一
旦
揉
み
く
ち
ゃ
に
し
て
こ
れ
を
伸
ば
し
、
藁
を
束

ね
た
も
の
で
軽
く
上
を
こ
す
れ
と
い
ふ
の
だ
。
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
模
造

づ
く
り
を
や
つ
て
、
そ
の
貼
を
採
る
と
い
ふ
。
つ
ま
り
剣
落
的
低
作
を
教

へ
た
の
だ
ね
。
な
る
ほ
ど
薬
で
こ
す
る
と
う
ま
く
行
く
の
で
す
よ
。
そ
れ

で
地
色
を
染
め
ろ
と
い
ふ
の
で
、
煤
を
煮
て
原
本
に
準
じ
て
薄
き
よ
り
濃

き
に
仕
上
げ
る
の
で
し
た
。

（
「
溝
口
翁
に
明
治
の
美
術
界
を
聴
く
」

右
文
中
の
模
写
の
競
技
な
る
も
の
に
用
い
ら
れ
た
の
は
本
校
所
蔵
品
で
あ
っ

た
が
、
原
本
模
写
に
つ
い
て
は
明
治
二
十
四
年
に
岡
倉
校
長
が
依
嘱
製
作
の
か

た
ち
で
帝
国
博
物
館
の
名
画
を
絵
画
科
生
徒
た
ち
に
模
写
さ
せ
る
と
い
う
措
置

も
と
っ
て
い
る
（
詳
し
く
は
181
頁
参
照
）
。
そ
の
場
合
は
上
級
生
で
は
な
く
、

一
年

生
に
原
本
を
模
写
さ
せ
た
。
な
お
、
左
記
は
横
山
大
観
の
回
想
で
あ
る
が
、
こ

れ
に
よ
っ
て
「
臨
模
」
に
お
け
る
教
師
の
指
導
方
法
も
想
像
で
き
る
。
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（
「
対
談

模
写
す
る
こ
と
は
、
岡
倉
先
生
の
お
考
え
か
、
橋
本
先
生
の
お
考
え
だ

っ
た
か
存
じ
ま
せ
ん
が
、
帝
室
博
物
館
か
ら
原
本
を
拝
借
し
、
三
日
間
位

は
も
う
毎
日
そ
れ
に
向
か
っ
て
じ

ー
っ
と
見
つ
め
て
い
る
だ
け
で
、
目
を

つ
ぶ
っ

て
も
、
目
の
中
に
原
本
が
ち
ゃ
ん
と
出
来
て
し
ま
う
ま
で
一
―
―
日
は

お
ろ
か
、
も
の
に
よ
っ
て
は
一
凋
間
も
か
か
る
。
そ
れ
か
ら
初
め
て
あ
げ

写
し
を
す
る
。
初
め
て
み
た
も
の
を
お
い
そ
れ
と
写
す
と
い
う
こ
と
は
、

目
に
錯
覚
が
あ
っ
て
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
三
日
も
見
つ
め
て

い
ま
す
と
、
原
画
が
ち
ゃ
ん
と
頭
の
中
に
浮
い
て
出
て
く
る
で
す
ね
。
そ

の
た
め
あ
や
ま
ち
な
く
模
写
が
で
ぎ
ま
す
。
そ
の
後
、
京
都
の
お
寺
な
ど

へ
行
っ
た
際
、
い
ま
の
よ
う
な
や
り
方
で
模
写
し
ま
し
た
。

回
想
の
画
業
」

『横
山
大
観
』
現
代
日
本
美
術
全
集
2
。

昭
和
四
十
七
年
。
集
英
社
）

次
に
「
写
生
」
に
つ
い
て
い
う
と
、
橋
本
雅
邦
は
「
木
挽
町
画
所
」
（
『
国
華
』

三
号
。
明
治
二
十
二
年
十
二
月
）
の
中
で
、

狩
野
派
霊
學
の
順
序
は
臨
窯
を
以
て
初
め
臨
寓
を
以
て
終
る
も
の
に
し

て
其
間
寓
生
を
試
み
新
圏
を
按
ず
る
こ
と
な
き
に
非
れ
ど
も
、
是
等
は
概

ね
弟
子
自
己
の
工
夫
に
係
り
之
れ
が
為
め
に
一
定
の
課
定
を
設
け
ず
。
又

必
し
も
師
匠
の
品
評
を
施
さ
ず
。
党
に
模
窟
模
倣
に
偏
し
て
古
人
の
範
園

外
よ
り
一
歩
を
進
む
能
は
ざ
る
に
至
り
其
最
も
甚
し
ぎ
に
至
り
て
は
火
災

に
罹
り
て
所
蔵
の
粉
本
を
失
い
遂
に
霊
家
の
業
を
棄
て
他
の
業
務
に
移
る

も
の
あ
り
と
い
ふ
。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
幕
末
狩
野
派
絵
所
に
お
け
る
粉
本
主
義
、
古
人

模
倣
主
義
へ
の
批
判
は
雅
邦
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
早
く
か
ら

唱
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
、
前
時
代
の
因
習
に
よ
る
弊
害
を
無

く
す
る
た
め
に
、
本
校
の
絵
画
教
程
に
は
「
写
生
」
お
よ
び
「
新
案
」
の
科
目

が
組
み
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
絵
画
科
の
「
写
生
」
は
前
述
の
普
通
科
に
お
け

、
、
、
、

る
「
写
生
」
の
延
長
で
あ
っ
た
が
、
ほ
か
に
つ
け
た
て
の
練
習
も
行
っ
た
。
輪

郭
線
で
も
の
を
か
た
ち
取
る
こ
と
を
せ
ず
、
筆
墨
の
肥
痩
濃
淡
自
在
な
特
性
を

活
か
し
て
対
象
を
一
気
に
描
ぎ
あ
ら
わ
す
こ
の
伝
統
的
描
写
法
は
川
端
玉
章
の

、
、
、、

最
も
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
彼
が
つ
け
た
て
の
手
本
と
し
て
描
い
た
作

品
も
本
学
に
残
っ
て
い
る
。

「
新
案
」
は
創
造
性
を
培
う
た
め
の
授
業
で
あ
る
。
課
題
を
出
し
て
生
徒
に

創
意
工
夫
の
訓
練
を
さ
せ
た
ら
し
い
。
溝
口
宗
文
は
そ
の
教
程
の
最
初
の
段
階

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

新
案
と
い
ふ
の
は
創
作
で
す
。
然
し
初
は
せ
い
・
せ
い
美
濃
紙
一
枚
か
ら

始
ま
る
机
の
上
の
仕
事
で
す
。
例
へ
ば
圏
題
を
花
鳥
か
山
水
か
或
ひ
は
紅

葉
な
ら
紅
葉
と
つ
け
ま
す
。
さ
う
し
て
圏
案
を
作
っ
て
鳥
が
と
ま
っ
た

り
、
お
月
様
が
あ
っ
た
り
す
る
圏
案
を
描
く
。
そ
れ
を
成
績
と
し
て
出
し

て
貼
を
採
る
。
そ
れ
を
重
ね
て
考
案
力
を
作
っ
た
の
で
す
。

「
材
料
及
び
手
訣
」
の
授
業
に
つ
い
て
は
横
山
大
観
が
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

な
お
、

（『古
美
術
』

前
出
）
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五
年
の
卒
業
期
に
は
材
料
秘
訣
と
い
ふ
の
を
、
美
術
學
校
の
規
則
で
教

へ
る
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
ま
し
た
。
橋
本
先
生
は
狩
野
派
の
組
の
具
の
溶
き

方
、
杉
戸
の
描
ぎ
方
を
、
巨
勢
小
石
な
ど
と
い
ふ
人
は
土
佐
派
の
群
青
、

緑
青
の
使
ひ
方
な
ど
、
ま
た
川
端
玉
章
は
四
條
派
の
檜
の
具
の
溶
ぎ
方
な

ど
と
い
ふ
ふ
う
に
、
材
料
の
秘
訣
に
つ
い

て
時
々
巨
細
に
わ
た
つ
て
、
み

な
に
お
話
し
に
な
る
と
い
ふ
ふ
う
で
し
た
。

（
『
大
観
画
談
』
昭
和
二
十
六
年
八
月
十
五
日
。
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
）

大
観
在
学
中
の
規
則
（
明
治
二
十
三
年
制
定
）
で
は
こ
の
科
目
は
第
二
年
の

履
習
科
目
と
な
っ
て
い
る
。
ー
~

編
者
註

以
上
が
絵
画
科
実
習
授
業
の
概
況
で
あ
る
が
、
最
後
に
書
き
加
え
て
お
き
た

い
こ
と
は
、
教
師
、
特
に
橋
本
雅
邦
が
生
徒
の
創
造
性
を
伸
ば
す
こ
と
に
重
点

を
置
い

て
指
導
し
た
た
め
、
自
学
自
習
の
気
風
が
旺
盛
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
正
木
直
彦
は
こ
の
雅
邦
の
指
導
法
を
川
端
玉
章
お
よ
び
美
術
学
校
騒
動
後

雅
邦
の
後
任
と
な
る
荒
木
寛
畝
の
指
導
法
と
対
比
さ
せ
て
次
の
よ
う
に
述
べ

て

い
る
。

先
生
〔
雅
邦
〕
の
學
校
で
の
授
業
と
い
ふ
も
の
は
非
常
に
熱
心
で
あ
っ
た

が
、
先
生
は
嘗
て
自
身
の
籍
を
描
い
て
興
へ
ら
れ
た
事
が
無
か
っ
た
。
穂

て
、
古
甕
の
中
で
の
逸
作
を
自
分
で
丁
寧
に
摸
寓
し
、
そ
れ
を
澤
山
作
っ

て
は
生
徒
に
授
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
筆
法
を
學
ば
せ
る
の
で
あ
っ
た
。
さ

う
し
て
、

そ
れ
が
或
る
程
度
に
逹
す
る
と
、
今
度
は
め
い
／
＼
に
、
直
接

古
聾
を
興
へ
て
摸
窟
さ
せ
る
。
し
か
し
、
そ
の
古
聾
が
、
決
し
て
一
流
一

派
に
偏
せ
ず
、
い
ろ
／
＼
の
異
っ
た
も
の
が
興
へ
ら
れ
る
。
そ
れ
で
學
生

は
さ
う
し
て
ゐ
る
中
に
、
自
分
で
、
お
の
づ
か
ら
そ
れ
ら
の
中
に
好
ぎ
嫌

ひ
と
い
ふ
も
の
が
出
来
て
来
、
自
分
が
ど
う
い
ふ
流
派
に
得
意
で
、
ど
う

い
ふ
の
に
は
向
か
ぬ
、
と
い
ふ
や
う
な
事
も
判
断
が
つ
い
て
来
る
。
そ
し

て
遂
に
自
分
で
最
も
好
ぎ
な
も
の
を
自
分
の
道
と
し
て
選
ぶ
や
う
に
な
る

ー
ー
と
い
ふ
や
う
な
指
導
法
で
あ
っ
た
。

で
あ
る
か
ら
雅
邦
さ
ん
の
門
人
に
は
、
後
に
同
門
と
は
思
は
れ
な
い
や

う
な
、
非
常
に
行
き
方
の
異
っ
た
人
が
出
、
そ
れ
人
＼
の
天
稟
を
登
揮
し

た
の
で
あ
っ
た
。
さ
う
し
た
中
に
は
、
何
も
物
に
な
ら
ず
に
し
ま
っ
た
人

も
出
束
た
が
、

一
方
で
は
先
生
よ
り
も
よ
く
出
来
、
更
に
何
慮
迄
で
も
伸

び
て
行
く
、
ー
|
L
と
い
ふ
や
う
な
人
も
敷
多
く
出
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
も
雅
邦
さ
ん
は
、
弟
子
に
教
へ
る
の
に
、
常
に
「
意
到
り
、
筆
従

ふ
」
と
い
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
云
は
れ
て、

筆
先
ば
か
り
で

心
の
籠
ら
ぬ
作
品
が
出
来
た
り
、
筆
が
走
り
過
ぎ
た
り
す
る
こ
と
を
深
く

警
め
て
を
ら
れ
た
。

そ
ん
な
風
で
あ
る
か
ら
、
先
生
自
身
も
必
ず
心
持
を
練
つ
て
、
心
持
が

満
ち
て
か
ら
で
な
い
と
決
し
て
筆
を
執
ら
な
か
っ
た
し
、
筆
を
執
つ
て
も

極
め
て
遅
筆
で
、
荀
く
も
し
た
と
い
ふ
や
う
な
綸
は
滅
多
に
見
ら
れ
な
か

っ
た
。『

近
頃
、
私
は
、
ど
う
も
、
ど
う
か
す
る
と
手
が
云
ふ
こ
と
を
ぎ
か
な

く
な
っ
た
り
し
て
困
つ
て
ゐ
る
。
と
い
ふ
の
は
、
ど
う
も
心
が
疎
か
に
な

つ
て、

筆
の
方
が
先
に
走
つ

て
し
ま
ふ
の
で
す
。
そ
れ
で
、
さ
う
な
ら
ぬ

様
に
、
近
頃
は
左
の
手
に
筆
を
持
つ
て
描
い
て
ゐ
ま
す
。
左
の
手
と
い
ふ

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
先
生
は
、
晩
年
私
に
こ
ん
な
事
を
云
つ
て
居
ら
れ

こ
。

キ
ー
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の
は
、
こ
れ
迄
使
は
な
か
っ
た
の
で
不
自
由
で
す
か
ら
、
心
持
が
十
分
に

到
つ
て
か
ら
で
な
い
と
手
が
動
か
ぬ
の
で
安
心
で
す
。

．．．．．
．
 
』

又
、
斯
う
い
ふ
事
も
云
つ
て
ゐ
た
。

『
甕
家
が
筆
を
持
つ
て
聾
面
に
向
ふ
時
は
、
筆
の
先
か
ら
血
が
進
る
、

と
い
ふ
程
の
意
氣
、
員
剣
さ
で
な
け
れ
ば
、
ほ
ん
と
の
箱
は
出
来
ま
せ

ん
。
：
・
・:
』
と
。

斯
う
い
ふ
態
度
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
明
治
四
十
一
年
一
月
の
十
三
日
に

七
十
五
歳
で
世
を
去
る
と
い
ふ
や
う
に
長
命
で
あ
り
、
死
ぬ
迄
描
い
た
に

か
4

は
ら
ず
、
霊
蹟
は
極
め
て
勘
い
。
然
し
、
又
そ
れ
だ
け
に
、
死
後
盆

々
名
磐
が
學
つ
て
、
明
治
の
甕
家
の
中
で
は
、
先
生
の
組
が
一
番
尊
重
さ

れ
て
ゐ
る
。

雅
邦
さ
ん
の
指
導
法
と
面
白
い
到
照
を
為
す
も
の
と
思
っ
た
の
は
、
荒

木
寛
畝
、
川
端
王
章
雨
先
生
の
教
授
振
り
で
あ
る
。

寛
畝
さ
ん
の
教
へ
て
ゐ
ら
れ
る
の
を
見
る
と
、
穂
て
丁
寧
に
自
身
で
手

本
を
描
い
て
典
へ
る
。
そ
し
て
弟
子
が
そ
れ
を
摸
寓
し
て
来
る
と
、
今
度

は
そ
れ
を
一
々
訂
正
さ
れ
る
。
訂
さ
れ
た
も
の
を
見
る
と
、
一
々
自
分
で

描
か
れ
た
も
の
と
同
じ
ゃ
う
に
な
っ
て
ゐ
る
。

も
し
、
弟
子
が
ち
よ
っ
と
で
も
他
の
流
儀
の
も
の
を
加
へ
た
り
、
先
生

の
示
さ
れ
な
か
っ
た
事
を
描
い
た
り
す
る
と
先
生
は
大
妻
不
機
嫌
で
、
そ

れ
を
塗
抹
し
て
自
分
の
流
儀
に
訂
し
て
し
ま
ふ
か
、
酷
し
い
お
小
言
を
云

は
れ
、
時
に
は
破
門
を
申
渡
す
、
と
云
っ
た
有
様
で
あ
っ
た
。

非
常
に
熱
心
で
、
教
へ
ら
れ
る
方
で
も
筆
技
は
か
な
り
に
熟
練
す
る
。

だ
が
、
全
く
古
聾
と
か
、
他
流
派
の
組
と
か
は
振
向
か
せ
ず
、
全
く
自
分

の
型
に
入
れ
、
型
の
通
り
に
教
育
す
る
、
と
い
ふ
や
り
方
で
あ
っ
た
の

で
、
寛
畝
さ
ん
の
弟
子
は
、
皆
相
営
に
出
来
る
人
が
出
、
殆
ん
ど
出
来
そ

こ
な
ひ
は
無
い
が
、
然
し
、
な
か
／
＼
先`
生
の
域
以
上
に
は
出
ら
れ
な

い
、
と
い
ふ
や
う
な
状
態
に
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
は
、
決
し
て
雅
邦
さ
ん
と
寛
畝
さ
ん
だ
け
の
事
で
な
く
、

穂
て
の
流
派
、
否
、
凡
ゆ
る
教
育
に
此
の
事
が
あ
る
。
そ
し
て
、
天
才
教

育
と
し
て
は
雅
邦
流
、
技
術
家
の
養
成
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
に
到
し
て
は

寛
畝
流
が
近
道
で
あ
り
無
駄
が
無
い
と
考
へ
る
。

川
端
玉
章
先
生
は
、
雅
邦
さ
ん
と
は
反
劉
で
、
心
持
と
云
ふ
よ
り
も
腕

の
冴
え
た
人
で
あ
っ
た
。
附
立
で
没
骨
の
縮
を
描
か
れ
る
と
い
ふ
こ
と
に

於
て
は
、
四
條
圃
山
の
流
派
に
於
て
、
類
ひ
稀
な
逹
者
な
人
で
あ
っ
た
。

恐
ら
く
は
、
景
文
と
か
南
岳
等
と
比
較
し
て
も
劣
る
ま
い
、
と
思
は
れ
る

位
の
逹
者
な
筆
技
を
持
っ
た
人
だ
っ
た
。
然
し
、
何
慮
ま
で
も
先
生
は
腕

の
聾
家
で
あ
っ
て
、
綸
を
―
つ
の
技
術
と
の
み
考
へ
て
ゐ
ら
れ
た
や
う
で

あ
る
。先

生
が
描
い
て
ゐ
ら
れ
る
の
を
見
る
と
、
如
何
に
も
巧
い
。
妙
を
極
め

て
ゐ
る
。
そ
れ
だ
け
に
又
、
至
極
無
雑
作
に
ど
ん
人
＼
描
い
て
了
ふ
。
何

で
も
頼
む
と
、

『
よ
し
ぎ
た
／．
』

と
云
つ
て
、
サ
ッ

l
＼
と
描
い
て
了
ふ
。
だ
か
ら
先
生
は
、
何
時
も
美
術

學
校
へ
出
勤
す
る
前
に
、
十
枚
、
十
五
枚
の
組
を
ち
ゃ
ん
と
描
い
て
来
る

と
い
ふ
や
う
な
こ
と
を
自
慢
に
し
て
居
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
嘗
て
、
美
術
學
校
の
最
初
の
校
長
濱
尾
新
男
爵
の
還
暦
の

お
祝
の
時
に
、
皆
が
金
を
集
め
、
五
百
園
程
持
つ
て
行
っ
て
屏
風
を
描
い

て
貰
ひ
た
い
と
頼
ん
だ
。
嘗
時
、
普
通
な
ら
ば
先
生
の
屏
風
は
二
百
圃
か
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彫

刻

科

さ
ら
に
、

そ
の

三
百
圏
と
い
ふ
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
は
破
格
の
大
金
で
あ
る
。

す
る
と
、
そ
れ
を
見
て
玉
章
さ
ん
が
、

『
ど
う
も
、
私
は
、
こ
ん
な
大
金
を
貰
つ
て
縮
を
描
く
と
い
ふ
こ
と

は
出
来
ん
。
さ
う
い
ふ
も
の
を
描
か
う
と
思
へ
ば
、
是
迄
と
は
違
つ
て

随
分
下
圏
か
ら
骨
折
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ど
う
も
暇
が
か
4

つ

て
仕
様
が
な
い
。
だ
か
ら
、
有
難
い
や
う
で
は
あ
る
が
御
免
を
蒙
る
。
』

と
云
ふ
て
断
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
ん
な
風
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
雅
邦

さ
ん
が
棺
を
蓋
う
て
後
、
盆
々
名
磐
が
畢
が
る
に
反
し
て
、
玉
章
さ
ん
は

敷
に
於
て
は
何
十
倍
か
の
製
作
を
遺
し
て
ゐ
る
に
拘
ら
ず
、
今
は
何
虞
ヘ

か
隠
れ
て
了
つ
て
出
て
来
な
い
。

（『
回
顧
七
十
年
』
昭
和
十
二
年
四
月
。
学
校
美
術
協
会
出
版
部
）

彫
刻
教
育
の
開
始
に
あ
た
っ
て
準
備
に
携
わ
っ
た
彫
刻
家
は
木
彫
の
加
納
鉄

哉
、
竹
内
久
一

、
高
村
光
雲
と
洋
風
彫
刻
の
藤
田
文
蔵
、
長
沼
守
敬
で
あ
る
。

準
備
の
段
階
で
は
こ
の
よ
う
に
洋
風
彫
刻
家
も
参
画
し
、
ま
た
、
前
述
の
よ
う

に
塑
造
の
た
め
の
油
土
が
買
い
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
必
ず
し
も

木
彫
一
辺
倒
の
方
針
を
と
る
計
画
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
際

に
授
業
が
始
ま
っ
た
段
階
で
は
絵
画
教
育
の
場
合
と
同
様
、
伝
統
尊
重
路
線
が

と
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
教
師
の
任
免
に
よ
く
顕
わ
れ
て
お
り
、
彫
刻
科
の
教

育
が
開
始
さ
れ
た
明
治
二
十
三
年
十
月
に
は
ま
ず
光
雲
が
教
授
の
地
位
に
就

き
、
翌
年
八
月
に
は
竹
内
久
一
と
石
川
光
明
（
二
十
三
年
七
月
雇
と
な
る
）
が
引

ぎ
続
い
て
教
授
と
な
っ
た
一
方
で
、
藤
田
は
嘱
託
の
地
位
に
留
っ
た
（
既
に
長
沼

は
二
十
一
年
八
月
に
、
鉄
哉
は
二
十
二
年
四
月
に
辞
任
し
て
い
る
）
。

後
、
後
藤
貞
行
、
山
田
鬼
斎
、
西
牧
正
八
（
林
美
雲
）
ら
も
採
用
さ
れ
、
木
彫
中

心
の
指
導
体
制
が
作
ら
れ
た
。

高
村
光
雲
は
い
う
ま
で
も
な
く
江
戸
仏
師
の
流
れ
を
汲
み
、
写
生
に
よ
っ
て

伝
統
的
木
彫
に
一
新
生
面
を
切
り
開
い
た
人
で
あ
る
が
、
本
校
に
お
い
て
は
草

創
期
の
み
な
ら
ず
洋
風
彫
刻
教
育
導
入
後
も
彫
刻
科
を
統
率
す
る
立
場
に
あ
っ

た
。
そ
の
在
職
期
間
は
一
―
―
十
六
年
の
長
き
に
及
ぶ
。
光
雲
の
起
用
に
つ
い
て
は

竹
内
久
一
が
仲
介
に
立
っ
た
と
い
う
工

。ヒ
ソ
ー
ド
も
あ
る
が
、
し
か
し
、
岡
倉

は
左
記
の
光
雲
評
が
示
す
と
お
り
、
光
雲
を
高
く
評
価
し
て
い
た
の
で
あ
っ

て
、
久
一
の
仲
介
な
く
し
て
も
彼
を
抜
擢
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

高
村
光
雲
氏
の
木
彫
は
其
刀
力
の
壮
健
な
る
姿
態
の
正
格
な
る
、
近
頃
多

く
見
ざ
る
所
に
し
て
古
大
家
と
併
馳
す
る
の
気
力
あ
り
。
出
品
の
鵠
の
如

き
は
濤
川

〔惣
助
。
七
宝
作
家〕

氏
と
相
並
ん
で
名
誉
牌
の
価
値
あ
る
も
の

な
ら
ん
。顧
ふ
に
象
牙
彫
刻
は
近
来
輸
出
上
の
需
用
あ
る
よ
り
し
て
、
本
邦

の
彫
刻
は
其
の
全
力
を
挙
げ
て
悉
く
象
牙
彫
刻
に
移
り
、
殆
ん
ど
一
人
も

ひ
と

木
彫
に
関
す
る
も
の
無
き
に
至
り
た
る
の
間
に
在
て
、
特
り
高
村
氏
は
木

彫
を
采
り
其
技
術
を
大
に
研
究
せ
し
が
、
今
日
の
精
妙
遂
に
一
大
名
誉
を

得
た
る
を
見
れ
ば
、
十
年
の
賑
難
も
亦
甘
ん
ず
る
に
足
る
も
の
な
る
べ
し
。

（
明
治
二
十
二
年
四
月
日
本
美
術
協
会
展
開
催
中
に

『
日
本
』
に
連
載
さ
れ

た

「美
術
展
覧
会
批
評
」
の
一
節
。
筆
名
渾
沌
子。

平
凡
社
版

『岡
倉
天
心

全
集
』
第
一―
―巻
所
収）

彫
刻
科
の
授
業
（
実
習
）
内
容
に
つ
い
て
言
う
と
、
科
目
と
し
て
は
「
臨
模
」、

「
写
生
」
、

「
新
案
」
の
三
科
目
か
ら
成
る
木
彫
実
習
と
、
「
材
料
及
び
手
訣
」
、
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