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彙
　
　
　
報

○
女
子
大
國
文
第
一
七
四
号
を
お
届
け
し
ま
す
。

○
公
開
講
座
、
学
会
ウ
ォ
ー
ク
の
感
想
文
を
掲
載
し
ま
し
た
。

　
　
研
究
室
だ
よ
り

○
本
学
名
誉
教
授
の
小
椋
嶺
一
先
生
が
、
令
和
五
年
十
月
七
日
に
逝
去
さ
れ

ま
し
た
。
謹
ん
で
お
悔
や
み
申
し
上
げ
ま
す
。

○
今
年
度
の
公
開
講
座
は
、
対
面
で
の
開
催
に
加
え
て
、
学
外
か
ら
の
参
加

者
を
対
象
にZ

oom

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
併
用
し
た
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
形
式

に
て
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

○
二
〇
二
〇
年
度
以
降
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
影
響
で
学
会

旅
行
を
休
止
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
年
度
は
新
た
に
「
国
文
学
会
ウ
ォ
ー

ク
」
と
題
し
て
再
開
い
た
し
ま
し
た
。

　
　
二
〇
二
三
年
度
国
文
学
会
行
事
（
後
期
）

〇
公
開
講
座

　
十
一
月
六
日
（
月
）
午
後
一
時
よ
り
　
於
Ｊ
２
２
４
教
室

　「
本
文
だ
け
が
近
代
文
学
か
？
　
―
口
絵
・
挿
絵
に
込
め
ら
れ
た
秘
密
―
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
大
学
大
学
院
　
総
合
文
化
研
究
科

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

超
域
文
化
科
学
専
攻
比
較
文
学
比
較
文
化
コ
ー
ス

准
教
授
　
出
口
　
智
之
　
先
生

「
『
時
代
不
同
歌
合
』
再
考
」

国
文
学
研
究
資
料
館
名
誉
教
授
　
寺
島
　
恒
世
　
先
生

○
国
文
学
会
ウ
ォ
ー
ク

　
十
一
月
十
一
日
（
土
）
午
後

京
都
御
所
周
辺
（
京
都
御
所
、
梨
木
神
社
、
蘆
山
寺
等
）
を
、
学
部
生
十
七

名
が
、
学
科
主
任
田
上
稔
先
生
、
運
営
委
員
山
中
延
之
先
生
・
宮
﨑
三
世
先

生
引
率
の
も
と
巡
り
ま
し
た
。
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公
開
講
座
聴
講
記
（
十
一
月
六
日
）

　
　
　
公
開
講
座
「
本
文
だ
け
が
近
代
文
学
か
？

　
　
　
　
　
│
口
絵
・
挿
絵
に
込
め
ら
れ
た
秘
密
」
を
拝
聴
し
て

三
回
生
　
浦
　
田
　
彩
　
水

　
今
回
の
公
開
講
座
で
は
、
近
代
文
学
に
お
け
る
口
絵
・
挿
絵
の
効
果
に
つ

い
て
、
出
口
智
之
先
生
に
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。
現
在
私
は
近
代
文
学

の
ゼ
ミ
に
所
属
し
て
お
り
、
日
々
樋
口
一
葉
の
作
品
に
つ
い
て
考
察
を
重
ね

て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
口
絵
や
挿
絵
を
調
査
対
象
と
し
た
こ
と
は
一
度
も

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
今
回
の
お
話
は
私
の
近
代
文
学
作
品
に

対
す
る
意
識
を
変
え
る
、
大
変
興
味
深
い
も
の
で
し
た
。

　
前
半
は
、
江
戸
と
明
治
で
は
挿
絵
の
雰
囲
気
は
大
き
く
は
変
わ
ら
な
い
こ

と
や
、
明
治
の
作
家
は
「
画
文
協
奏
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う

お
話
で
し
た
。
絵
は
一
見
た
だ
の
飾
り
だ
と
思
い
無
視
し
て
し
ま
い
が
ち
で

す
が
、
絵
が
上
手
く
描
け
る
こ
と
も
作
家
の
必
須
の
条
件
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
を
考
え
る
と
作
品
に
お
け
る
絵
の
重
要
性
が
見
え
て
く
る
気
が
し
ま

す
。

　
後
半
に
は
、
泉
鏡
花
「
清
心
庵
」
の
口
絵
を
も
と
に
、
作
品
に
お
け
る
口

絵
・
挿
絵
の
ご
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
口
絵
に
つ
い
て
、
構
図
は
庵
に
残
る

摩
耶
を
暗
示
し
て
い
る
が
、
小
袖
と
白
菊
は
連
れ
帰
ら
れ
る
摩
耶
を
象
徴
的

に
示
し
て
い
る
と
い
う
二
重
性
が
示
唆
さ
れ
て
お
り
、
鏡
花
が
本
文
で
表
し

て
い
る
二
重
性
と
重
な
る
部
分
が
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
ご
講

演
の
前
に
何
回
か
作
品
本
文
を
読
ん
で
い
た
の
で
す
が
、
本
文
だ
け
で
な
く

口
絵
か
ら
も
根
拠
が
付
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
作
品
に
流
れ
る
二
重

性
を
意
識
し
や
す
く
な
り
ま
し
た
。

　
ご
講
演
は
、「
本
文
を
書
い
た
者
の
み
が
そ
の
作
品
の
作
者
だ
と
い
う
認

識
を
持
ち
が
ち
だ
が
、
絵
師
や
彫
師
、
摺
師
も
作
品
の
作
者
で
あ
り
、
近
代

文
学
作
品
は
集
団
で
創
り
出
さ
れ
る
も
の
だ
。
本
文
が
あ
れ
ば
文
学
作
品
は

読
め
る
た
め
絵
は
い
ら
な
い
と
言
っ
て
し
ま
っ
て
良
い
の
だ
ろ
う
か
。（
筆

者
に
よ
る
要
約
）」
と
い
う
よ
う
に
締
め
ら
れ
ま
し
た
。
現
在
見
ら
れ
る
各

作
家
の
全
集
に
載
っ
て
い
る
作
品
は
、
口
絵
や
挿
絵
が
省
か
れ
て
い
る
も
の

が
多
い
の
が
現
実
で
す
。
し
か
し
今
回
、
絵
の
重
要
性
を
学
ぶ
機
会
を
い
た

だ
き
、
こ
の
先
文
学
作
品
を
研
究
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
、
本
文
以
外
の
口

絵
や
挿
絵
に
も
視
野
を
広
げ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
改
め
ま
し
て
、

貴
重
な
お
話
を
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
　
　
二
〇
二
三
年
度
国
文
学
科
公
開
講
座
を
聴
講
し
て

四
回
生
　
寺
　
本
　
遊
　
林

　
出
口
智
之
先
生
の
ご
講
演
の
内
容
は
、
発
表
当
時
は
文
章
と
口
絵
・
挿
絵

が
一
体
の
も
の
と
し
て
享
受
さ
れ
て
い
た
近
代
文
学
作
品
の
本
文
だ
け
に
着
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目
す
る
こ
と
に
つ
い
て
問
題
提
起
す
る
も
の
だ
っ
た
。
以
前
か
ら
作
品
と
挿

絵
が
一
体
と
な
っ
て
発
表
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
知
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ

の
挿
絵
が
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
や
、
そ
れ
が
読
者

に
与
え
た
影
響
な
ど
に
は
意
識
を
向
け
て
い
な
か
っ
た
。

　
定
期
刊
行
物
に
連
載
す
る
に
は
文
章
が
出
来
上
が
ら
な
い
内
に
絵
の
指
示

を
出
す
必
要
が
あ
っ
た
と
伺
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
話
の

内
容
と
挿
絵
が
全
く
関
係
の
な
い
も
の
に
な
っ
た
り
、
順
番
が
前
後
し
た
り

す
る
こ
と
が
あ
っ
た
そ
う
だ
。
ま
た
、
読
者
を
飽
き
さ
せ
な
い
た
め
に
展
開

の
早
い
話
が
求
め
ら
れ
て
、
内
容
が
絵
に
映
え
る
よ
う
な
変
化
に
富
む
も
の

に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
言
及
さ
れ
て
い
た
。
文
壇
で
流

行
し
て
い
る
思
想
だ
け
で
な
く
、
出
版
・
流
通
の
事
情
も
作
品
の
内
容
に
関

わ
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
を
新
し
く
知
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
絵
師
た
ち
は
本
文
を
読
ま
ず
に
挿
絵
を
書
く
こ

と
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
そ
ん
な
中
で
、
先
生
が
紹
介
し
て
い
た
泉
鏡
花

「
清
心
庵
」
と
富
岡
永
洗
の
挿
絵
は
内
容
と
挿
絵
が
見
事
に
融
合
し
て
作
品

の
お
も
し
ろ
さ
が
よ
り
引
き
出
さ
れ
て
い
た
。
多
く
の
人
の
手
に
よ
っ
て
作

り
上
げ
ら
れ
た
作
品
と
し
て
味
わ
う
姿
勢
を
も
っ
て
、
近
代
文
学
作
品
に
向

き
合
い
た
い
と
思
う
。

　
ご
講
演
の
内
容
に
言
及
は
な
か
っ
た
が
、
私
は
、
明
治
四
〇
年
代
か
ら
同

人
雑
誌
が
次
々
と
勃
興
し
た
こ
と
と
講
演
内
容
に
関
わ
り
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
た
。
絵
の
指
示
を
出
せ
な
い
、
心
理
描
写
を
多
く
書
き
た
い
と

い
っ
た
事
情
か
ら
絵
入
り
で
連
載
す
る
こ
と
に
限
界
を
感
じ
た
作
家
た
ち
の

活
路
と
い
う
意
味
合
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
現
段
階
で
は
想
像
に
過

ぎ
な
い
の
で
、
自
分
で
引
き
続
き
調
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

　
自
分
の
考
え
に
無
か
っ
た
挿
絵
と
文
章
の
関
係
、
そ
の
あ
り
か
た
を
知
る

こ
と
が
で
き
、
得
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
今
後
作
品
に
対
峙
す
る
と
き
、
胸

に
留
め
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　
　
　
公
開
講
座
を
拝
聴
し
て

三
回
生
　
土
　
井
　
萌
　
菜

　
今
回
の
公
開
講
座
で
は
、
寺
島
恒
世
先
生
の
「
『
時
代
不
同
歌
合
』
再
考
」

と
い
う
テ
ー
マ
で
、
『
時
代
不
同
歌
合
』
の
再
撰
本
で
は
後
鳥
羽
院
が
ど
の

よ
う
な
意
図
を
持
っ
て
組
み
替
え
と
差
し
替
え
を
行
っ
て
い
た
の
か
、
と
い

う
お
話
を
拝
聴
し
た
。

　
中
で
も
特
に
印
象
に
残
っ
た
お
話
は
、
四
七
組
目
の
具
平
親
王
・
後
鳥
羽

院
の
番
い
と
そ
の
周
辺
の
組
の
関
係
に
つ
い
て
だ
。
後
鳥
羽
院
周
辺
の
組
で

は
院
の
配
流
体
験
が
暗
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
そ
う
だ
。
例
え
ば
、

四
六
組
目
の
百
三
十
番
で
は
左
（
藤
原
道
信
）
が
「
明
け
ぬ
れ
ば
暮
る
る
も

の
と
は
知
り
な
が
ら
な
ほ
恨
め
し
き
朝
ぼ
ら
け
か
な
」
、
右
（
行
尊
）
は

「
草
の
庵
を
何
露
け
し
と
思
ひ
け
む
漏
ら
ぬ
岩
屋
も
袖
は
ぬ
れ
け
り
」
の
二
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首
が
配
列
さ
れ
て
い
る
。
左
は
恋
歌
で
右
が
雑
歌
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
の
歌

も
耐
え
難
い
孤
独
を
詠
ん
で
お
り
、
院
の
流
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
孤
独
が
暗

示
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
院
周
辺
の
組
で
は
暗
示
さ
れ
た
歌
が
配
列
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
初
撰
本
で
対
応
さ
せ
過
ぎ
た
た
め
に
、
再
撰
本
で
は
四
九
組
目
の
赤

染
衛
門
の
歌
を
二
首
差
し
替
え
て
院
と
の
結
び
つ
き
を
緩
和
さ
せ
て
い
る
。

ま
た
、
院
は
自
身
の
歌
で
は
隠
岐
の
こ
と
を
暗
示
す
る
こ
と
で
明
示
し
て
い

る
と
誤
解
さ
れ
な
い
た
め
、
そ
し
て
後
代
へ
の
影
響
も
考
え
た
た
め
に
、
新

古
今
歌
風
な
歌
を
差
し
替
え
て
叙
景
に
徹
し
て
い
た
。

　
こ
れ
ら
が
行
わ
れ
た
理
由
は
、
『
時
代
不
同
歌
合
』
が
私
的
な
も
の
で
は

あ
る
も
の
の
公
的
な
意
識
を
持
っ
て
作
ら
れ
た
か
ら
だ
そ
う
だ
。
院
は
自
分

の
立
場
を
明
示
し
て
『
時
代
不
同
歌
合
』
が
私
的
な
も
の
に
転
落
し
て
し
ま

わ
な
い
よ
う
に
、
暗
示
さ
せ
る
こ
と
で
リ
ス
ク
回
避
を
し
て
い
た
。

　
現
在
、
私
は
中
古
ゼ
ミ
で
『
新
古
今
和
歌
集
』
に
つ
い
て
学
ん
で
お
り
、

そ
の
中
で
配
列
に
関
し
て
考
え
る
こ
と
も
あ
る
。
『
新
古
今
和
歌
集
』
で
は

ど
の
よ
う
な
意
図
が
あ
っ
て
歌
が
配
列
さ
れ
、
ま
た
隠
岐
本
で
は
除
棄
さ
れ

た
の
か
、
今
回
の
講
座
で
学
ん
だ
こ
と
を
活
か
し
て
考
え
て
い
き
た
い
と
思

う
。

　
　
　
後
鳥
羽
院
が
読
者
に
見
せ
た
い
姿

四
回
生
　
岡
　
田
　
愛
　
海

　
寺
島
氏
は
、
勅
撰
集
や
私
歌
集
に
つ
い
て
検
討
す
る
際
に
は
、
最
低
で
も

歌
の
善
し
悪
し
、
作
者
、
歌
の
配
列
の
三
点
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
今
回
の
「
『
時
代
不
同
歌
合
』
再
考
」
で

も
こ
の
三
点
を
踏
ま
え
な
が
ら
考
察
さ
れ
た
。

　
後
鳥
羽
院
は
、
隠
岐
配
流
後
に
編
纂
し
た
『
時
代
不
同
歌
合
』
を
何
度
も

改
訂
し
て
お
り
、
そ
の
改
訂
作
業
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
歌
人
の
組
み
換

え
と
歌
の
差
し
替
え
で
あ
る
。
ど
の
歌
人
を
番
に
す
る
か
、
そ
の
歌
人
の
中

で
も
ど
の
歌
を
使
用
す
る
か
は
後
鳥
羽
院
の
裁
量
で
決
ま
る
。
そ
の
た
め
、

特
に
具
平
親
王
と
後
鳥
羽
院
の
番
と
そ
の
周
辺
の
番
に
は
注
目
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
後
鳥
羽
院
は
、
初
撰
本
で
は
自
身
の
歌
に
隠
岐
配
流
で
の
辛
い
心
情
を
思

わ
せ
る
歌
を
配
し
て
い
る
。
し
か
し
、
再
選
本
で
は
、
四
六
番
か
ら
四
九
番

の
配
列
の
中
で
隠
岐
配
流
の
後
鳥
羽
院
の
辛
い
心
情
を
想
起
さ
せ
る
が
、
自

身
の
歌
に
は
情
よ
り
も
景
を
重
視
し
た
歌
を
配
す
。
こ
こ
で
、
後
鳥
羽
院
の

歌
の
み
が
配
列
の
中
で
浮
か
び
上
が
る
。
そ
し
て
、
情
よ
り
も
景
を
重
視
し

た
歌
を
配
す
こ
と
に
は
、
読
者
が
歌
の
解
釈
を
深
読
み
し
、
誤
解
が
生
じ
る

の
を
防
ぐ
た
め
で
も
あ
る
。
後
鳥
羽
院
は
、
隠
岐
配
流
で
の
悲
し
み
は
徹
底
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的
に
暗
示
し
、
反
対
に
、
周
り
の
歌
の
配
列
に
よ
っ
て
明
示
し
た
の
で
あ

る
。

　
私
は
、
現
在
、
卒
業
論
文
で
『
隠
岐
本
新
古
今
和
歌
集
』
に
お
け
る
後
鳥

羽
院
歌
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
。
『
隠
岐
本
新
古
今
和
歌
集
』
も
後
鳥
羽

院
の
親
撰
の
た
め
、
自
身
の
姿
を
ど
の
よ
う
に
読
者
に
見
せ
る
の
か
は
後
鳥

羽
院
が
決
め
る
。
『
隠
岐
本
新
古
今
和
歌
集
』
の
中
で
、
述
懐
性
を
持
つ
歌

は
多
く
除
棄
さ
れ
て
い
る
が
、
『
時
代
不
同
歌
合
』
の
後
鳥
羽
院
歌
は
、
初

撰
本
歌
が
残
さ
れ
て
お
り
、
述
懐
性
が
全
く
無
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ

と
が
わ
か
る
。

　
以
上
か
ら
、
後
鳥
羽
院
は
、
隠
岐
配
流
後
に
作
品
を
何
度
も
改
訂
し
、
理

想
と
す
る
自
己
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
院
自
身
に
関
す
る

歌
で
は
、
隠
岐
配
流
の
体
験
へ
の
憂
苦
は
控
え
め
に
す
る
よ
う
意
識
し
て
い

た
。
後
鳥
羽
院
が
読
者
が
誤
解
を
招
か
ぬ
よ
う
自
身
の
歌
を
考
慮
し
て
い
た

こ
と
は
新
し
い
気
づ
き
で
あ
り
、
卒
業
論
文
制
作
に
お
い
て
大
い
に
役
立
っ

た
。

国
文
学
会
ウ
ォ
ー
ク
体
験
記
（
十
一
月
十
一
日
）

　
　
　
思
い
出
と
と
も
に

一
回
生
　
安
　
田
　
莉
　
子

　
十
一
月
十
一
日
、
国
文
学
会
ウ
ォ
ー
ク
に
参
加
し
た
。
今
後
の
学
び
や
自

身
の
生
活
に
活
か
す
た
め
に
参
加
し
た
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
幼
い
こ
ろ
か

ら
憧
れ
て
い
た
京
都
と
い
う
地
を
楽
し
む
た
め
に
今
回
の
学
会
ウ
ォ
ー
ク
に

申
し
込
ん
だ
。
今
回
の
行
き
先
で
あ
っ
た
京
都
御
所
と
そ
の
周
辺
、
梨
木
神

社
と
蘆
山
寺
は
京
都
の
風
情
を
感
じ
ら
れ
る
と
て
も
良
い
場
所
だ
っ
た
。
萩

の
花
が
美
し
か
っ
た
梨
木
神
社
、
紫
式
部
の
ゆ
か
り
の
地
と
さ
れ
、
歌
碑
や

貝
合
わ
せ
の
展
示
な
ど
を
見
学
し
た
蘆
山
寺
。
「
源
氏
庭
」
で
は
、
住
職
の

方
か
ら
蘆
山
寺
の
歴
史
に
つ
い
て
お
話
を
伺
い
な
が
ら
庭
を
見
学
し
た
。
桔

梗
が
有
名
と
の
こ
と
だ
っ
た
が
、
残
念
な
が
ら
時
期
が
過
ぎ
て
お
り
、
花
を

見
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
花
が
咲
い
て
い
な
く
て
も
十
分
に
美
し
い

景
色
だ
っ
た
が
、
桔
梗
の
花
が
咲
い
た
ら
、
圧
巻
の
美
し
さ
に
な
る
の
だ

ろ
う
と
感
じ
た
。
来
年
に
で
も
、
時
期
を
合
わ
せ
て
拝
観
し
た
い
と
思
う
。

蘆
山
寺
も
梨
木
神
社
も
初
め
て
訪
れ
た
地
で
あ
っ
た
し
、
京
都
の
風
情
を

十
分
に
感
じ
る
こ
と
が
出
来
た
、
と
て
も
い
い
場
所
だ
っ
た
。
し
か
し
、

私
が
今
回
の
学
会
ウ
ォ
ー
ク
の
中
で
一
番
の
印
象
に
残
っ
た
の
は
京
都
御

所
で
あ
る
。
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京
都
御
所
を
訪
れ
た
の
は
初
め
て
で
は
な
か
っ
た
。
時
期
は
定
か
で
は
な

い
が
、
確
か
小
学
校
高
学
年
か
中
学
一
年
生
の
時
で
あ
っ
た
と
思
う
。
祖
父

母
と
姉
と
、
一
度
訪
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
時
は
何
か
の
催
し
の
一
環

と
し
て
、
当
時
の
装
束
を
ま
と
っ
た
人
々
が
蹴
鞠
を
し
て
お
り
、
祖
父
母
た

ち
と
見
学
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
ど
の
あ
た
り
で
行
わ
れ
て
い
た
の

か
、
な
ぜ
行
わ
れ
て
い
た
の
か
、
記
憶
は
も
う
遠
い
が
、
こ
の
記
憶
が
残
っ

て
い
る
の
は
京
都
に
初
め
て
訪
れ
た
思
い
出
で
あ
る
こ
と
も
だ
が
、
今
は
亡

き
祖
母
と
出
か
け
た
、
と
い
う
思
い
出
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
今
回
の
学
会

ウ
ォ
ー
ク
で
御
所
を
訪
れ
た
時
、
当
時
見
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
の
は
高

御
座
と
御
帳
台
、
紫
宸
殿
の
「
左
近
の
桜
」
、
「
右
近
の
橘
」
く
ら
い
だ
っ
た

が
、
御
所
を
散
策
し
て
い
る
と
自
然
と
思
い
出
が
蘇
っ
て
き
た
。
大
学
生
と

し
て
の
思
い
出
も
幼
い
時
の
思
い
出
も
よ
り
美
し
い
も
の
に
な
っ
た
。

　
　
　
京
都
秋
寒
散
策

三
回
生
　
東
　
　
　
千
　
紗

増
　
田
　
実
　
桜

　
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
、
し
ば
ら
く
開
催
が
見
送
ら
れ
て
き
た
学
会
旅

行
。
今
年
は
規
模
を
縮
小
し
て
久
し
ぶ
り
に
開
催
さ
れ
た
。
今
回
は
京
都
御

所
と
そ
の
近
辺
を
散
策
す
る
。
こ
の
日
は
京
都
に
木
枯
ら
し
一
号
が
吹
い
て

お
り
、
い
よ
い
よ
冬
の
気
配
を
感
じ
る
日
で
あ
っ
た
。
十
二
時
三
十
分
、

今
出
川
駅
に
全
員
集
合
し
、
最
初
の
目
的
地
で
あ
る
京
都
御
所
へ
出
発
す

る
。

　
私
た
ち
は
二
十
一
年
間
京
都
で
過
ご
し
て
き
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
京
都
御

苑
を
近
道
と
し
て
利
用
す
る
程
度
で
、
京
都
御
所
に
入
る
の
は
今
回
が
初
め

て
で
あ
っ
た
。
お
気
に
入
り
の
場
所
は
「
御
内
庭
」
だ
。
真
っ
赤
な
振
袖
を

着
た
外
国
人
観
光
客
が
お
り
、
庭
の
緑
に
振
袖
の
赤
が
映
え
て
い
た
の
が
印

象
的
で
あ
っ
た
。

　
京
都
御
所
と
言
え
ば
、
敷
地
の
広
大
さ
も
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
敷
地
の

巨
大
化
に
は
、
天
皇
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
空
間
の
増
築
が
背
景
に
あ
る
ら
し

い
。
と
こ
ろ
で
、
天
皇
は
ど
の
よ
う
な
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
時
間
を
過
ご
し
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
。
ど
の
よ
う
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
当
時
の

生
活
を
想
像
し
て
み
る
こ
と
で
、
歴
史
を
楽
し
む
こ
と
が
出
来
た
。

　
京
都
御
所
を
後
に
し
、
少
し
歩
い
て
梨
木
神
社
に
向
か
う
。
大
き
く
育
っ

た
萩
が
並
ぶ
参
道
を
抜
け
る
と
、
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
神
社
が
見
え
て
く

る
。
大
通
り
に
囲
ま
れ
た
賑
や
か
な
御
所
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
、
住
宅
街

の
中
に
あ
る
梨
木
神
社
は
、
長
閑
で
心
地
の
良
い
場
所
で
あ
っ
た
。

　
最
後
は
、
廬
山
寺
を
見
学
す
る
。
こ
の
寺
は
『
源
氏
物
語
』
の
執
筆
地
と

言
わ
れ
て
い
る
場
所
で
、
夏
に
な
る
と
「
源
氏
庭
」
と
呼
ば
れ
る
庭
園
に
綺

麗
な
紫
色
の
桔
梗
が
咲
き
誇
る
そ
う
。
夏
の
「
源
氏
庭
」
も
ぜ
ひ
見
て
み
た

い
。
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最
後
に
、
引
率
し
て
く
だ
さ
っ
た
宮
崎
先
生
、
山
中
先
生
、
田
上
先
生
、

そ
し
て
本
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
へ
。
半
日
と
い
う
限
ら

れ
た
時
間
で
し
た
が
、
充
実
感
は
そ
れ
以
上
の
も
の
で
し
た
。
普
段
な
ら
訪

れ
な
い
場
所
に
行
き
解
説
を
聞
き
、
よ
り
京
都
の
魅
力
に
気
づ
く
こ
と
が
で

き
た
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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　『
女
子
大
國
文
』
投
稿
規
定

一
、
（
投
稿
資
格
）

　
①
　
京
都
女
子
大
学
国
文
学
会
の
会
員
は
投
稿
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
②
　
京
都
女
子
大
学
国
文
学
会
の
会
員
以
外
の
者
も
、
編
集
事
務
局
の
判

断
で
寄
稿
を
認
め
る
。

二
、
（
刊
行
回
数
・
時
期
・
投
稿
の
締
め
切
り
）

　
①
　
毎
年
二
回
、
九
月
と
一
月
に
刊
行
す
る
。

　
②
　
毎
年
、
五
月
十
日
と
九
月
三
十
日
を
投
稿
の
締
め
切
り
と
す
る
（
厳

守
）
。

三
、
（
投
稿
の
枚
数
）

　
枚
数
は
原
則
と
し
て
自
由
で
あ
る
が
、
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
、
四
十

枚
（
注
・
表
・
図
版
な
ど
を
含
む
）
を
目
安
と
す
る
。
ま
た
、
完
全
原

稿
で
あ
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
（
多
少
の
加
筆
訂
正
は
や
む
を
得
な
い

が
、
段
落
や
章
の
差
し
替
え
な
ど
大
幅
な
修
正
を
加
え
た
も
の
は
、
査

読
を
行
う
関
係
上
不
可
）
。

四
、
（
投
稿
に
際
し
て
提
出
す
べ
き
も
の
）

　
①
　
手
書
き
原
稿
の
場
合
、
投
稿
原
稿
二
部
（
審
査
用
。
二
部
と
も
コ

ピ
ー
し
た
も
の
で
も
可
）
。

　
②
　
ワ
ー
プ
ロ
原
稿
の
場
合
、
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
も
の
二
部
（
審
査

用
）
と
、
投
稿
原
稿
が
収
め
ら
れ
て
い
る
電
子
デ
ー
タ
（
ワ
ー
プ
ロ

専
用
機
の
場
合
は
機
種
、
パ
ソ
コ
ン
を
使
用
の
場
合
は
ワ
ー
プ
ロ
ソ

フ
ト
名
を
通
知
す
る
こ
と
）
。

五
、
（
投
稿
に
際
し
て
の
注
意
事
項
）

　
①
　
論
文
末
尾
に
所
属
、
回
生
、
卒
業
年
度
な
ど
を
丸
ガ
ッ
コ
に
括
っ
て

記
す
こ
と
。
本
学
の
教
員
・
院
生
・
学
生
の
場
合
は
、
（
本
学
教
授
）

（
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
（
本
学
文
学
部
国
文
学
科
四
回
生
）

な
ど
と
記
す
。

　
②
　
連
絡
先
の
住
所
を
記
し
た
別
紙
を
添
え
る
こ
と
（
採
否
の
知
ら
せ
や

校
正
送
付
等
の
た
め
）
。
そ
の
際
、
投
稿
原
稿
に
つ
い
て
の
連
絡
事
項

を
す
み
や
か
に
行
う
た
め
に
、
差
し
支
え
な
け
れ
ば
、
電
話
番
号
・

フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号
・
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
な
ど
も
添
え
る
こ
と
。
内
部

の
教
員
・
院
生
・
学
生
は
直
接
原
稿
の
や
り
と
り
を
す
る
の
で
、
住

所
は
不
要
だ
が
、
必
要
に
応
じ
て
電
話
番
号
や
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を

『
女
子
大
國
文
』
編
集
事
務
局
か
ら
聞
く
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
個

人
情
報
に
つ
い
て
は
、
投
稿
原
稿
に
つ
い
て
の
連
絡
以
外
に
使
用
す

る
こ
と
は
し
な
い
。

　
③
　
原
稿
に
つ
い
て
は
、
引
用
の
正
確
さ
と
厳
密
さ
、
出
典
の
明
示
、
先

行
研
究
と
の
重
な
り
な
ど
に
留
意
す
る
こ
と
。
ま
た
二
重
投
稿
に
な

ら
な
い
よ
う
に
気
を
付
け
る
こ
と
。
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六
、
（
投
稿
先
）

　
　
〒
六
〇
五
―
八
五
〇
一
　
京
都
市
東
山
区
今
熊
野
北
日
吉
町
三
五
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

京
都
女
子
大
学
国
文
学
会

『
女
子
大
國
文
』
編
集
事
務
局

七
、
（
投
稿
論
文
の
採
否
）

　
投
稿
論
文
の
採
否
は
、
編
集
委
員
の
査
読
、
ま
た
は
関
連
分
野
の
外

部
研
究
者
査
読
の
結
果
を
経
て
、
編
集
委
員
会
に
て
決
定
し
、
結
果
を

投
稿
者
に
通
知
す
る
。

八
、
（
校
正
）

　
校
正
は
原
則
と
し
て
、
再
校
ま
で
と
す
る
。
校
正
段
階
で
の
大
幅
な

修
正
は
、
査
読
を
経
た
関
係
上
認
め
ら
れ
な
い
。

九
、
（
本
誌
・
抜
き
刷
り
の
贈
呈
）

　
投
稿
論
文
が
掲
載
さ
れ
た
場
合
、
本
誌
二
部
、
抜
き
刷
り
三
十
部
を

贈
呈
す
る
。
増
刷
希
望
の
場
合
は
、
実
費
執
筆
者
負
担
で
受
け
付
け
る

の
で
、
採
用
の
通
知
を
受
け
て
か
ら
す
み
や
か
に
『
女
子
大
國
文
』
編

集
事
務
局
ま
で
連
絡
す
る
こ
と
。

十
、
（
掲
載
論
文
の
著
作
権
及
び
電
子
媒
体
に
よ
る
公
開
）

　
本
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
等
に
つ
い
て
は
著
作
権
の
複
製
権
・
公
衆
送
信

権
を
京
都
女
子
大
学
国
文
学
会
及
び
京
都
女
子
大
学
に
許
諾
す
る
も
の
と
す

る
。
但
し
、
著
作
権
の
移
動
は
な
く
、
著
作
者
は
両
者
、
或
い
は
い
ず
れ
か

一
方
へ
の
許
諾
を
い
つ
で
も
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
本
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
等
の
全
文
又
は
一
部
を
電
子
化
し
、
京
都
女
子

大
学
学
術
情
報
リ
ポ
ジ
ト
リ
サ
ー
バ
或
い
は
そ
の
他
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
公
開
す
る
こ
と
が
あ
る
。

十
一
、
（
規
定
の
改
正
）

　
①
　
本
規
定
の
改
正
は
、
会
員
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
②
　
規
定
の
改
正
の
結
果
は
、
す
み
や
か
に
本
誌
に
掲
載
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
附
則

　
本
投
稿
規
定
は
平
成
十
八
年
三
月
二
十
日
よ
り
施
行
す
る
。

　
本
投
稿
規
定
は
平
成
二
十
三
年
十
月
五
日
よ
り
一
部
改
正
施
行
す
る
。

　
本
投
稿
規
定
は
平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
四
日
よ
り
一
部
改
正
施
行
す
る
。

　
本
投
稿
規
定
は
令
和
三
年
四
月
一
日
よ
り
一
部
改
正
施
行
す
る
。
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編
　
集
　
後
　
記

　
今
号
の
査
読
委
員
は
次
の
方
で
す
。

　
　
大
谷
俊
太
・
川
島
朋
子
・
小
山
順
子
・
山
中
延
之

　
以
上
の
各
氏
に
査
読
を
依
頼
し
、
編
集
委
員
会
に
お
い
て
査
読
結
果
を
報

告
、
審
議
の
結
果
、
三
点
が
掲
載
と
な
り
ま
し
た
。

　
今
後
と
も
、
会
員
の
皆
様
の
投
稿
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

（
野
澤
・
宮
﨑
）


