
令和2年5月15日育教の京東

つ
い
に
来
た
か
、

女
性
週
刊
誌
の
洗
脳
記
事

空

　

花

　

正

　

人

「
愛
子
天
皇
」
　
実
現
へ
の
道
　
「
女
性
天
皇
」
　
丸

わ
か
り
読
本

こ
れ
は
光
文
社
の
　
『
女
性
自
身
』
（
令
和
二
年
一
月

二
十
八
日
発
売
）
　
の
広
告
文
、
見
出
し
で
あ
る
。

ペ
ー
ジ
を
め
く
る
と
、
プ
リ
ン
セ
ス
の
天
才
素
顔

か
ら
皇
位
継
承
の
Q
＆
A
ま
で
1
、
四
月
検
討
開
始

の
女
性
天
皇
問
題
が
丸
わ
か
り
！
、
徹
底
検
証
　
「
愛

子
天
皇
」
　
が
日
本
を
変
え
る
！
　
の
文
字
が
躍
る
。

八
ペ
ー
ジ
に
わ
た
る
綴
じ
込
み
付
録
の
扇
情
的
な

見
出
し
が
如
実
に
表
し
て
い
る
こ
と
が
、
日
本
を
ダ

メ
に
す
る
　
「
愛
子
天
皇
実
現
へ
の
道
」
　
で
あ
る
。
専

門
家
に
よ
る
徹
底
解
説
と
い
う
が
、
取
材
し
た
対
象

が
、
歴
史
学
者
・
小
田
部
雄
次
静
岡
福
祉
大
学
名
誉

教
授
で
あ
り
、
漫
画
家
・
小
林
よ
し
の
り
や
社
会
学

・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
者
・
牟
田
和
恵
で
あ
る
。
読
む

前
か
ら
方
向
性
は
決
ま
っ
て
い
る
う
え
に
、
自
社
の

読
者
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
　
「
愛
子
天
皇
」
　
待
望
論
が
八

割
も
あ
っ
た
、
と
誘
導
す
る
。
女
性
天
皇
や
女
系
天

皇
の
違
い
が
半
数
以
上
も
理
解
し
て
い
な
い
と
い
う

昨
年
十
一
月
の
産
経
・
F
N
N
合
同
世
論
調
査
へ
の

対
抗
な
の
か
、
歴
史
学
者
の
解
説
を
掲
げ
た
が
、
実

復
刊
第
十
八
号
　
　
東
京
都
教
師
会
発
行

（
事
務
局
）
横
浜
市
都
筑
区
茅
ヶ
崎
南
四
ノ
十
四
ノ
一
ノ
三
一
〇

に
馬
鹿
げ
た
内
容
で
あ
る
。

『
女
性
自
身
』
が
取
材
し
た
、
歴
史
学
者
・
小
田

部
雄
次
静
岡
福
祉
大
学
名
誉
教
授
の
説
明
の
骨
子
は

下
記
五
項
目
で
あ
る
が
、
愛
子
（
女
性
）
　
天
皇
擁
立

を
目
論
む
人
々
は
、
不
都
合
な
事
実
に
は
目
を
つ
ぶ

り
触
れ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
よ
く
聞
く
主
張
も

含
め
そ
れ
ら
を
一
つ
一
つ
論
破
し
て
い
こ
う
。

1
．
女
性
天
皇
は
過
去
八
人
存
在
し
た
、
日
本
の
伝

統
で
あ
る
。
ゆ
え
に
こ
れ
か
ら
も
あ
っ
て
お
か
し
く

ない。
反
論
‥
女
性
天
皇
が
八
方
十
代
存
在
し
た
こ
と
は

事
実
だ
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
中
継
ぎ
か
特
例
で
あ

る
。
江
戸
時
代
の
後
桜
町
天
皇
ま
で
存
在
し
た
女
性

天
皇
で
は
あ
る
が
、
明
治
に
な
っ
て
皇
室
典
範
を
制

定
す
る
際
、
近
代
国
家
の
モ
デ
ル
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
王
朝
に
も
あ
る
女
王
を
意
識
し
大
い
に
論
議
し

た
結
論
は
、
日
本
の
女
性
天
皇
の
即
位
は
い
わ
ば
緊

急
避
難
で
あ
っ
て
、
生
涯
独
身
で
通
さ
れ
た
か
あ
る

い
は
即
位
後
は
お
子
を
も
う
け
ら
れ
な
か
っ
た
事
実

に
即
し
、
女
性
の
生
き
方
を
守
る
た
め
に
も
女
性
が

皇
位
に
つ
く
こ
と
を
規
定
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

日
本
の
女
性
天
皇
は
あ
く
ま
で
も
中
継
ぎ
で
あ
る
こ

と
を
隠
し
て
は
い
け
な
い
。
ま
し
て
や
日
本
の
伝
統

で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
論
外
で
あ
る
。
愛
子
天
皇
擁

立
論
は
そ
の
こ
と
に
は
一
切
触
れ
よ
う
と
し
な
い
。

ま
た
女
性
宮
家
の
創
設
で
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と

い
う
意
見
も
あ
る
が
、
天
皇
の
公
務
は
女
性
皇
族
方

に
は
代
行
で
き
な
い
。
旧
宮
家
の
復
活
が
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
紛
れ
も
無
く
立
派
な
宮
家
で
あ
り
、
女
性
皇

族
は
同
時
に
確
保
で
き
る
の
で
あ
る
。

2
．
女
系
天
皇
は
前
例
が
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、

母
か
ら
娘
へ
の
　
「
女
系
継
承
」
　
は
あ
っ
た
。

反
論
‥
女
系
天
皇
と
は
父
方
を
遡
っ
て
も
天
皇
に
つ

な
が
ら
な
い
天
皇
を
示
す
。
ゆ
え
に
我
が
国
に
は
明

ら
か
に
存
在
し
て
い
な
い
。
母
か
ら
娘
へ
の
皇
位
継

承
が
あ
っ
た
で
は
な
い
か
と
し
て
挙
げ
る
事
例
は
、

第
四
十
三
代
元
明
天
皇
か
ら
第
四
十
四
代
元
正
天
皇

の
こ
と
ら
し
い
が
、
何
れ
も
配
偶
者
は
神
武
天
皇
の

血
筋
を
引
く
男
性
で
あ
り
こ
の
二
方
は
何
れ
も
男
系

天
皇
で
あ
る
。
皇
統
と
は
血
筋
の
こ
と
で
あ
り
、
皇

位
の
継
承
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
特
異
的
な
事
例
の

母
か
ら
娘
へ
の
　
「
皇
位
」
　
継
承
を
　
「
女
系
継
承
」
　
と

言
う
の
は
、
あ
た
か
も
女
系
天
皇
の
成
立
で
あ
る
と

錯
覚
さ
せ
て
い
る
デ
マ
で
あ
る
。

3
．
女
性
天
皇
を
禁
じ
て
い
る
皇
室
典
範
は
、
男
尊

女
卑
の
意
識
に
よ
る
。
そ
れ
は
人
権
無
視
で
あ
る
。

反
論
‥
明
治
の
典
範
に
お
い
て
は
、
生
涯
独
身
を
貫

か
ね
ば
な
ら
な
い
女
性
の
立
場
を
慮
り
、
あ
え
て
女

帝
を
規
定
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
男
女
差
別

や
男
尊
女
卑
の
考
え
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
女
性

は
民
間
人
で
あ
っ
て
も
嫁
し
て
皇
族
に
な
れ
る
が
、

素
性
の
知
れ
な
い
一
般
男
性
は
逆
立
ち
し
て
も
皇
族

に
な
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
女
王
や
内
親
王
が
民
間



令和2年5月15日 ⑦
一
人
と
結
婚
す
る
場
合
は
、
臣
籍
降
嫁
と
い
っ
て
皇
族

育教の京東

か
ら
離
脱
す
る
こ
と
に
な
る
。
女
性
天
皇
の
配
偶
者

が
皇
統
に
属
す
る
者
で
な
け
れ
ば
、
王
朝
交
代
を
招

い
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
。
口
で
は
皇
位
の
安
定
的

継
承
な
ど
と
い
う
が
、
寧
ろ
皇
室
破
壊
の
引
き
金
と

な
っ
て
い
る
の
だ
。
端
的
な
事
例
と
し
て
称
徳
天
皇

の
と
き
の
弓
削
道
鏡
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
明
治

以
来
の
皇
室
典
範
は
、
皇
統
の
乱
れ
と
な
る
要
因
を

予
め
排
除
す
る
た
め
に
女
帝
を
置
か
な
か
っ
た
、
こ

れ
は
近
代
合
理
主
義
や
人
権
思
想
を
越
え
た
伝
統

の
賜
物
、
日
本
人
の
知
恵
と
評
価
す
べ
き
も
の
で
あ

る
。
古
代
は
と
も
か
く
も
、
現
代
に
お
け
る
女
性
天

皇
は
、
天
皇
固
有
の
お
務
め
に
加
え
、
女
性
と
し
て

皇
后
の
役
割
も
兼
ね
る
よ
う
に
な
り
、
精
神
的
、
生

理
的
限
界
を
越
え
る
激
務
で
あ
ろ
う
。

4
．
皇
族
減
少
の
危
機
は
側
室
を
認
め
な
く
な
っ
た

か
ら
だ
。
男
系
に
よ
る
皇
位
継
承
は
側
室
の
お
か
げ

だ。反
論
‥
昔
は
幼
子
の
寿
命
が
短
く
世
継
ぎ
対
策
は
大

問
題
で
あ
っ
た
た
め
、
側
室
は
機
能
し
た
。
し
か
し

昭
和
天
皇
の
御
世
に
な
っ
て
一
夫
一
婦
制
を
堅
持
さ

れ
、
敗
戦
後
は
占
領
政
策
す
な
わ
ち
皇
族
を
財
閥
に

見
立
て
た
兵
糧
攻
め
に
よ
り
世
襲
宮
家
を
解
体
し
て

し
ま
っ
た
こ
と
で
、
わ
ず
か
な
直
宮
に
男
子
の
数
が

確
保
で
き
ず
、
悠
仁
親
王
殿
下
の
同
世
代
皇
族
が
無

く
な
る
と
い
う
危
機
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
今
の
皇

室
の
危
機
と
は
旧
宮
家
が
継
続
し
て
い
た
ら
発
生
し

得
な
か
っ
た
。

ゆ
え
に
、
無
理
や
り
星
霜
を
剥
奪
さ
れ
た
旧
宮
家

に
家
族
そ
っ
く
り
復
帰
い
た
だ
く
か
、
旧
宮
家
の
ご

家
族
の
若
い
男
子
を
現
宮
家
の
養
子
　
（
孫
養
子
、
婿

養
子
、
夫
婦
養
子
な
ど
形
態
は
多
様
で
あ
る
）
　
と
し
て

迎
え
る
か
の
方
策
が
順
当
で
あ
る
。

5
．
男
系
男
子
よ
り
重
要
な
天
皇
の
条
件
は
、
生
ま

れ
な
が
ら
の
皇
族
で
あ
り
、
天
皇
の
子
と
し
て
生
ま

れ
、
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
皇
室
で
育
っ
て
き
た
と
い

う
こ
と
。
し
た
が
っ
て
旧
皇
族
で
は
ダ
メ
で
あ
る
。

反
論
‥
直
系
継
承
が
難
し
い
場
合
に
は
傍
系
継
承
に

ょ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
継
体
天
皇
の
事
例
初
め
、
数
回

の
男
系
男
子
継
承
の
危
機
を
乗
り
越
え
て
き
た
事
実

が
あ
る
。
現
皇
室
も
そ
の
点
で
は
傍
系
の
閑
院
宮
系

で
あ
る
。
所
謂
十
一
宮
家
（
旧
皇
族
）
　
と
は
、
元
は

伏
見
宮
系
と
い
わ
れ
る
が
明
治
時
代
に
更
に
分
流
が

つ
く
ら
れ
、
戦
後
一
時
期
ま
で
皇
室
の
藩
屏
と
し
て

存
在
し
た
。
旧
皇
族
と
い
う
の
は
、
万
一
皇
室
に
皇

位
継
承
の
危
機
が
生
じ
た
場
合
に
備
え
る
い
わ
ば
血

筋
の
伴
走
者
で
あ
っ
て
、
出
番
の
な
い
こ
と
が
幸
い

な
こ
と
で
あ
る
が
、
今
日
の
危
機
に
は
ぜ
ひ
と
も
存

在
意
義
を
発
揮
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
る
。
旧
宮

家
の
皇
籍
復
帰
は
、
皇
位
継
承
者
の
確
保
ば
か
り
か

女
性
皇
族
の
確
保
で
も
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
悠
仁
親

王
殿
下
の
お
妃
と
な
る
方
は
、
た
っ
た
一
人
で
男
子

を
産
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
強
迫
観
念
か
ら
解
放

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
（
令
和
2
年
1
月
2
8
日
　
会
員
）

神

々

の

笑

ひ

佐

　

藤

　

健

　

二

武
漢
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
外
出
自
粛
が
続
い
て
ゐ

る
。
現
役
諸
氏
と
は
違
っ
て
無
職
の
身
ゆ
ゑ
、
も
と

も
と
時
間
は
あ
っ
た
が
、
研
究
会
や
友
人
と
の
付

き
合
ひ
が
出
来
な
く
な
っ
た
分
、
余
計
に
時
間
は
あ

る
。
心
が
け
て
ゐ
る
の
は
家
に
居
る
こ
と
に
よ
る
体

力
の
低
下
か
ら
身
を
守
る
こ
と
。
体
力
の
維
持
は
、

免
疫
力
を
高
め
る
こ
と
に
も
繋
が
る
さ
う
だ
。
欧
米

型
の
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
で
な
い
の
で
、
近
く
の
公
園
な

ど
に
出
る
こ
と
は
何
ら
問
題
で
は
な
い
。
そ
こ
で
私

は
毎
日
一
万
歩
以
上
の
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
に
励
ん
で
ゐ

る
。
励
み
す
ぎ
て
、
左
足
ふ
く
ら
は
ぎ
を
痛
め
て
、

今
日
は
か
う
し
て
パ
ソ
コ
ン
に
向
か
っ
て
ゐ
る
。

自
宅
に
居
る
時
間
が
増
え
た
余
得
は
、
読
書
が
増

え
た
こ
と
。
そ
の
余
得
に
与
っ
て
ゐ
る
方
は
大
勢
ゐ

る
筈
。
今
日
も
知
人
の
編
集
者
か
ら
頂
い
た
ば
か
り

の
『
熊
野
か
ら
読
み
解
く
記
紀
神
話
』
（
扶
桑
社
新
書
）

を
読
み
な
が
ら
、
そ
こ
に
記
さ
れ
て
ゐ
た
ア
マ
テ
ラ

ス
の
石
屋
戸
隠
り
の
話
か
ら
面
白
い
こ
と
に
気
付

き
、
一
人
ほ
く
そ
笑
ん
だ
。

ご
存
じ
の
通
り
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
ス
サ
ノ
ヲ
の
乱

暴
に
よ
り
石
屋
戸
に
隠
れ
批
批
め
に
世
界
は
暗
黒
に

包
ま
れ
た
。
そ
し
て
万
の
妖
が
世
を
覆
っ
た
。
八

百
万
の
神
々
は
集
ま
り
、
ど
う
し
た
ら
大
神
を
石
屋

戸
か
ら
お
出
し
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
相
談
し
た
。

決
め
手
は
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
が
神
懸
か
り
し
て
　
「
胸

乳
を
か
き
出
で
裳
ひ
も
を
ホ
ト
に
押
し
垂
れ
」
　
て
の

怪
し
げ
な
踊
り
で
あ
っ
た
。
「
こ
こ
に
南
天
の
原
動

み
て
、
八
百
万
の
神
共
に
咲
ひ
き
」
。
そ
こ
に
集
ま

っ
て
ゐ
た
神
々
は
、
皆
で
大
笑
ひ
を
し
た
の
で
、
そ

の
笑
ひ
声
で
南
天
の
原
全
体
が
ど
よ
め
い
た
と
い
ふ

の
で
あ
る
。
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
は
ア
マ
テ
ラ
ス
に
告
げ



令和2年5月15日東　京　の　教

て
雫
葦
汝
命
に
益
し
て
貫
き
面
等
。
蹴
、
聾

び
咲
ひ
欒
ぶ
ぞ
」
。
こ
の
後
の
展
開
は
ご
存
じ
の
通

り
で
、
再
び
こ
の
世
は
ア
マ
テ
ラ
ス
の
光
に
包
ま

れ
、
万
の
妖
も
去
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
私
の
妄
想
を
か
き
立
て
た
の
は
、
大
神
御

出
現
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
　
「
神
々
の
笑
ひ
」
　
で

あ
る
。
最
新
医
学
で
も
、
笑
ひ
と
免
疫
力
と
の
関
係

は
、
科
学
的
に
証
明
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
分
野
で
は

日
本
の
研
究
は
最
先
端
を
行
っ
て
ゐ
る
。
笑
ひ
で
博

士
号
を
と
っ
た
の
は
日
本
人
が
最
初
だ
さ
う
だ
。
詳

し
く
は
筑
波
大
畢
名
誉
教
授
村
上
和
雄
氏
の
　
『
笑

う
！
遺
伝
子
笑
っ
て
、
健
康
遺
伝
子
ス
イ
ッ
チ
オ

ン
ー
・
』
が
教
へ
て
く
れ
る
。

日
本
人
は
、
神
代
か
ら
笑
ふ
こ
と
が
大
好
き
な
民

族
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
笑
ふ
門
に
は
福
来
る
の
生
き

方
を
実
践
し
て
ゐ
た
。
武
漢
発
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
災
厄
を
、
我
々
は
笑
ひ
で
祓
ひ
除
く
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
。
愚
妻
は
落
語
が
大
好
き
で
、
C

D
で
落
語
を
聞
い
て
は
一
人
で
笑
っ
て
ゐ
る
。
確
実

に
私
よ
り
長
生
き
し
さ
う
だ
。
　
　
　
　
　
（
会
員
）

戦
前
の
中
学
国
語
の
教
科
書
を
読
む
（
十
二
）

〔
次
の
文
章
は
、
三
矢
重
松
編
纂
　
島
野
幸

次
　
折
口
信
夫
補
訂
『
新
制
中
学
新
国
文

巻
三
』
（
現
在
の
中
学
二
年
前
期
）
　
（
昭
和
十
二

年
版
）
　
所
収
の
も
の
で
あ
る
。
漢
字
、
送
り

仮
名
は
原
文
通
り
。
読
み
仮
名
は
、
適
宜
新

た
に
加
へ
た
。
〕

我
が
国
民
性

芳

賀

失

一

我
が
日
本
国
は
、
気
候
は
温
和
で
あ
る
。
山
川
は

秀
麗
で
あ
る
。
花
・
紅
葉
、
四
季
折
々
の
風
景
は
誠

に
美
し
い
。
か
う
い
ふ
国
土
の
住
民
が
現
生
活
に
執

着
す
る
の
は
常
然
で
あ
る
。
四
国
の
風
光
の
凡
て
が

笑
っ
て
ゐ
る
中
に
、
ひ
と
り
住
民
だ
け
が
笑
は
ず
に

は
ゐ
ら
れ
ぬ
。
現
世
の
生
活
を
楽
し
む
国
民
が
、
天

地
・
山
川
を
愛
し
、
自
然
に
憧
れ
る
の
も
営
然
で
あ

る
。
こ
の
期
に
於
て
、
我
々
は
賞
に
天
の
稀
徳
を
得

て
ゐ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
殊
に
日
本
人
が
花
鳥
風
月

に
楽
し
む
こ
と
は
、
吾
人
の
生
活
の
各
方
面
に
於
て

で
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

上
代
に
於
け
る
衣
食
住
は
、
多
く
は
我
が
国
土
に

繁
茂
し
て
ゐ
た
植
物
界
か
ら
材
料
を
取
っ
た
。
か
沐
材

で
家
を
造
り
、
藤
・
葛
を
以
て
括
り
つ
け
、
椿
で

し
ろ
た
へ
、
腕
で
あ
ら
た
へ
を
雄
弱
、
草
木
の
汁
で

そ
れ
を
染
め
、
蔓
草
を
取
っ
て
襟
と
し
た
。
日
本

の
女
の
子
の
着
物
の
模
様
の
は
で
や
か
な
こ
と
は
、

西
洋
人
の
著
書
に
よ
く
歎
質
し
て
あ
る
が
、
日
本
の

秋
の
野
の
景
色
を
見
れ
ば
、
そ
れ
よ
り
も
な
ほ
綺
麗

で
あ
る
。
そ
れ
が
や
が
て
衣
服
に
も
移
っ
て
来
る
の

で
あ
る
。
昔
の
し
の
ぶ
ず
り
も
、
今
の
裾
模
様
も
、

っ
ま
り
同
じ
こ
と
で
あ
る
㍗
鰯
や
櫻
持
経
や
牡
丹
を

大
き
く
染
め
出
し
た
友
膵
縮
緬
や
、
禰
珍
の
駕
か
ら

下
駄
の
鼻
緒
の
先
ま
で
、
草
木
の
模
様
で
飾
っ
て
あ

る
。
色
合
の
名
稀
も
、
櫻
色
・
桃
色
・
山
吹
色
・
栗

色
・
葡
萄
色
な
ど
津
山
あ
る
。
中
古
の
女
装
束
の
櫻

重
ね
・
栂
重
ね
・
山
吹
重
ね
な
ど
も
、
四
季
折
々
の

花
に
因
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

や
さ
し
い
女
流
の
は
皆
然
と
も
い
は
う
が
、
武
士

の
識
弾
に
出
立
つ
甲
胃
に
も
、
小
櫻
絨
・
卯
花
繊

・
澤
潟
鍼
な
ど
い
ふ
の
が
あ
る
。
い
か
に
も
鞭
躾
賢

は
な
い
か
。
ま
た
旗
や
さ
し
も
の
に
、
蝶
や
笹
龍
臆

や
濡
潟
を
つ
け
る
。
皇
室
の
御
紋
も
菊
・
桐
で
、
徳

川
家
の
は
葵
で
あ
る
。
今
日
の
家
々
の
定
紋
に
も
、

桔
梗
・
櫻
・
梅
鉢
・
牡
丹
・
蔦
・
藤
・
松
の
類
が
最

も
多
い
。

そ
れ
か
ら
食
物
の
方
面
で
も
、
名
稀
に
於
て
、
萩

の
餅
・
牡
丹
餅
を
始
と
し
て
、
菓
子
屋
の
目
録
を
一

見
す
れ
ば
、
一
層
そ
の
多
い
こ
と
が
解
る
。
形
も
花

木
に
取
る
の
が
多
い
。
干
菓
子
に
は
別
し
て
多
い
。

汁
粉
に
は
十
二
箇
月
の
雅
名
が
あ
り
、
酒
に
も
櫻

正
宗
・
菊
正
宗
が
あ
る
。
蓬
莱
の
島
嚢
は
今
も
儀

式
の
時
に
用
ゐ
ら
れ
、
魚
類
の
料
理
に
も
植
物
を

用
ゐ
、
牡
丹
餅
を
贈
る
に
は
重
箱
に
南
天
の
葉
を
敷

く
。
そ
の
他
庭
園
の
構
造
で
も
、
室
内
の
装
飾
・
什

器
で
も
、
家
屋
の
建
築
で
も
、
凡
て
植
物
を
用
ゐ
、

自
然
の
ま
1
の
趣
味
を
有
し
て
ゐ
る
。

挿
花
の
術
、
箱
庭
作
り
、
給
蓋
な
ど
皆
、
我
が
国

大
猟
得
の
伎
価
で
、
特
殊
の
獲
蓮
を
し
て
ゐ
る
。
凡

て
花
を
生
け
る
に
も
、
こ
れ
を
描
く
に
も
、
そ
の
生

き
た
ま
1
、
自
然
の
ま
1
に
す
る
の
が
美
し
い
の
で

あ
る
。
枝
を
む
し
り
と
っ
て
花
ば
か
り
花
瓶
に
挿
し

こ
む
の
は
西
洋
の
風
で
あ
る
が
、
自
然
の
幹
枝
を
そ

の
ま
ゝ
に
、
天
地
の
配
合
を
宜
し
く
現
す
の
が
、
生

花
で
も
盆
栽
で
も
日
本
人
の
好
み
で
あ
る
。
日
本
人

は
自
然
の
友
で
あ
る
。
寅
に
自
然
の
心
を
理
解
し
た

も
の
で
あ
る
。

我
が
国
の
文
撃
に
自
然
を
吟
詠
し
た
も
の
の
多
い
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こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
給
書
が
花
鳥
を
以
て
優

り
、
彫
刻
も
人
物
よ
り
は
花
鳥
が
多
く
、
音
楽
も
人

聾
よ
り
は
自
然
の
音
色
に
近
い
こ
と
な
ど
を
考
へ
て

見
れ
ば
、
我
が
国
の
文
皐
が
自
然
美
を
歌
ふ
の
を
長

所
と
す
る
こ
と
が
解
る
。
誠
に
上
古
か
ら
近
世
ま
で

の
歌
題
の
大
半
は
、
花
鳥
風
月
で
あ
っ
た
。
軍
記
・

謡
曲
・
海
瑠
璃
な
ど
も
、
叙
景
の
文
を
鮎
綴
し
て
糖

朱
を
生
ず
る
。
俳
句
に
至
っ
て
は
、
季
の
な
い
も
の

は
句
に
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
凡

そ
四
季
の
風
光
は
一
日
も
我
が
国
民
の
頭
か
ら
離
れ

た
こ
と
が
な
い
。
こ
の
四
季
の
景
色
と
人
事
と
を
結

び
つ
け
て
感
ず
る
こ
と
は
、
即
ち
あ
は
れ
を
知
る
こ

と
で
あ
る
。

源
義
家
や
源
三
位
頼
政
や
平
忠
度
等
が
、
日
本
武

士
と
し
て
優
に
や
さ
し
く
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
こ
の

あ
は
れ
を
知
る
と
い
ぶ
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
英
雄
・
豪
傑
ば
か
り
で
は
な
い
。
日
本
人
ほ
ど

国
民
全
髄
に
あ
は
れ
を
知
っ
て
ゐ
る
、
即
ち
詩
人
的

な
国
民
は
、
恐
ら
く
世
界
中
に
ま
た
と
あ
る
ま
い
。

歌
心
は
誰
に
で
も
あ
る
。
歌
は
作
ら
ぬ
ま
で
も
俳
句

を
作
る
。
上
手
で
な
く
と
も
何
人
も
作
る
。
花
見
・

遊
山
の
時
に
も
一
興
と
す
る
。
春
は
花
、
秋
は
紅

葉
、
詩
人
的
国
民
は
誠
に
遊
事
に
忙
し
い
の
で
あ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
（
国
民
性
十
論
）
－

（原話）

芳
賀
矢
一
　
編
井
市
の
人
。
文
学
博
士
。
国
文
撃

者
。
東
京
一
帝
国
大
畢
名
容
教
授
。
国
華
院
大
撃
々

長
。
昭
漕
一
年
残
。
年
六
十
二

櫻
重
ね
　
製
の
色
目
の
名
。
表
は
白
、
裏
は
赤
。

女
房
の
は
上
に
白
を
重
ね
、
下
に
紫
を
用
ゐ
た
。

冬
か
ら
春
に
か
け
て
着
用
す
る
。

梅
重
ね
　
表
は
濃
い
紅
、
裏
は
紅
梅
。
十
一
月
か
ら

翌
年
二
月
ま
で
の
用
。

山
吹
重
ね
　
表
は
薄
朽
葉
、
裏
は
黄
塵
と
女
房
の
は
、

上
か
ら
下
ま
で
山
吹
色
を
重
ね
、
草
を
青
く
す

る。
小
櫻
繊
　
小
櫻
革
　
（
地
を
藍
梁
に
し
て
白

い
小
楔
の
花
形
を
染
め
だ
し
た
革
）
　
を

細
く
裁
っ
て
繊
し
た
鎧
。

卯
花
繊
　
全
髄
、
白
紙
で
繊
し
た
も
の
。

澤
潟
繊
　
程
々
の
色
練
で
上
を
狭
く
下

を
廣
く
、
お
も
だ
か
の
葉
の
形
に
繊

し
た
も
の
。

笹
髄
脇

澤

　

潟

総J

（
編
輯
補
記
）

縞
珍
　
嬬
子
の
地
に
浮
織
り
や
斜
文
織
り
の
文
様
を

織
り
出
し
た
も
の
。

日
本
教
師
会
教
育
研
究
大
会
に
つ
い
て

本
年
度
　
（
令
和
二
年
度
）
　
の
大
会
は
今
年
十
二
月

の
予
定
で
し
た
が
、
武
漢
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
危
機
に

よ
っ
て
学
校
教
育
が
混
乱
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か

ら
、
来
年
度
以
降
に
延
期
と
い
う
見
通
し
に
な
り
ま

し
た
。
な
お
、
紀
要
　
「
日
本
の
教
育
」
　
は
代
替
論
集

と
し
て
発
行
さ
れ
る
予
定
で
す
の
で
、
原
稿
の
ご
準

備
を
お
願
い
し
ま
す
。

□
短
信
寸
評
□

こ
の
度
の
武
漢
か
ら
拡
大
し
た
新
型
感
染
症
に
よ

る
世
界
的
な
非
常
事
態
は
、
様
々
な
も
の
の
正
体
を

改
め
て
暴
露
し
た
。
近
隣
諸
国
の
　
「
火
事
場
泥
棒
」

と
言
ふ
べ
き
暴
挙
。
マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
偏
向
報
道
。

政
治
家
ら
の
思
ひ
付
き
発
言
。
一
部
大
衆
に
見
ら
れ

る
無
知
蒙
昧
の
行
動
。
等
々
。

終
偲
後
に
は
こ
の
こ
と
を
、
我
が
国
の
み
な
ら
ず

全
世
界
を
挙
げ
て
き
ち
ん
と
検
証
し
て
お
か
ね
ば
な

ら
な
い
。

お
願
い

一
、
会
費
納
入

年
額
　
二
千
円

口
座
　
「
み
ず
ほ
銀
行
」
港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
支
店

店
番
号
　
7
4
3
　
普
通
預
金
　
1
3
3
0
1
5
0

名
義
　
佐
藤
健
二

二
、
原
稿
募
集

「
東
京
の
教
育
」
　
へ
の
会
員
の
皆
様
の
ご
投
稿
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

字
数
は
三
千
字
程
度
以
内
で
お
願
い
し
ま
す
。
た

だ
し
こ
れ
よ
り
長
い
も
の
は
数
次
に
分
け
て
掲
載
す

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

仮
名
遣
い
は
古
典
現
代
い
づ
れ
か
に
統
一
し
て
下

さ
い
。
ま
た
、
写
真
や
図
版
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

送
り
先
は
題
字
下
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
メ
ー
ル

の
送
り
先
は
次
の
通
り
で
す
。

事
務
局
ア
ド
レ
ス
　
（
佐
藤
）

k
O
ヨ
a
S
a
｛
○
⑤
j
毒
0
．
g
n
．
n
e
．
」
で

今
号
は
武
漢
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
社
会
混
乱

の
為
も
あ
り
、
発
行
が
こ
の
時
期
に
な
り
ま
し
た
。

ご
了
承
下
さ
い
。


