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）	

司
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想	
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・
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3───物語　教科書［p.18〜p.21］

【
四
】
次
の
―
―
線
部
の
助
動
詞
の
意
味
を
、あ
と
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、記
号
で
答
え
よ
。

①
　
よ
ろ
づ
の
こ
と
に
使
ひ
け
り
。（
18
・
１
）�

（
　
　
　
）

②
　
筒
の
中
光
り
た
り
。（
18
・
３
）�

（
　
　
　
）

③
　
三
寸
ば
か
り
な
る
人
、（
18
・
４
）�

（
　
　
　
）

④
　
子
に
な
り
給
ふ
べ
き
人
な
め
り
。（
18
・
５
）�

（
　
　
　
）

⑤
　
竹
を
見
つ
く
る
こ
と
重
な
り
ぬ
。（
19
・
４
）�

（
　
　
　
）

ア
　
完
了
　
　
イ
　
推
量
　
　
ウ
　
存
続
　
　
エ
　
過
去
　
　
オ
　
断
定

【
五
】「
な
め
り
」（
18
・
６
）
を
、
文
法
的
に
説
明
せ
よ
。

┌�

┐

│�

│

│�

│

└�

┘

【
六
】「
翁
」（
18
・
１
）
の
名
前
は
何
と
い
う
か
。
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
て
書
け
。

�

［
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
］

【
七
】「
三
寸
ば
か
り
な
る
人
」（
18
・
４
）
と
あ
る
が
、
こ
の
人
の
大
き
さ
が
う
か
が

え
る
記
述
を
こ
れ
よ
り
後
か
ら
探
し
、
全
て
抜
き
出
せ
。

┌�

┐

│�

│

│�

│

└�

┘

【
八
】「
知
り
ぬ
。」（
18
・
５
）
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
よ
。

⑴
　
何
を
知
っ
た
の
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、記
号
で
答
え
よ
。

ア
　
こ
の
人
に
出
会
う
た
め
に
長
年
竹
を
取
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
。

イ
　
竹
の
根
も
と
が
光
っ
て
い
た
の
は
こ
の
人
の
せ
い
だ
と
い
う
こ
と
。

ウ
　
竹
の
節
の
ど
の
部
分
に
こ
の
人
が
入
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
。

エ
　
こ
の
子
は
自
分
の
子
と
な
る
は
ず
の
人
だ
と
い
う
こ
と
。

⑵
　
⑴
の
こ
と
を
知
っ
た
理
由
を
、
翁
の
言
葉
か
ら
考
え
て
説
明
せ
よ
。

┌�

┐

│�

│

│�

│

└�

┘

【
九
】「
翁
や
う
や
う
豊
か
に
な
り
ゆ
く
。」（
19
・
５
）
と
あ
る
が
、
豊
か
に
な
っ
た
理

由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
　
子
ど
も
を
養
う
た
め
今
ま
で
よ
り
も
竹
取
の
仕
事
に
精
を
出
し
た
か
ら
。

イ
　
節
と
節
の
間
に
黄
金
が
つ
ま
っ
て
い
る
竹
を
た
び
た
び
見
つ
け
た
か
ら
。

ウ
　
そ
の
後
も
根
も
と
が
光
っ
て
い
る
不
思
議
な
竹
を
何
本
も
見
つ
け
た
か
ら
。

エ
　
子
ど
も
が
と
て
も
か
わ
い
ら
し
い
の
で
翁
が
元
気
づ
け
ら
れ
た
か
ら
。

難

【
十
】「
そ
れ
を
見
れ
ば
、三
寸
ば
か
り
な
る
人
、い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り
。」（
18
・
４
）

を
、「
そ
れ
」
と
は
何
か
が
わ
か
る
よ
う
に
し
て
、
わ
か
り
や
す
く
口
語
訳
せ
よ
。

┌�

┐

│�

│

│�

│

└�

┘

入
試

【
十
一
】「
妻
の
嫗
に
預
け
て
養
は
す
。」（
18
・
６
）
の
―
―
線
部
と
同
じ
意
味
の
も
の

を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
　
あ
り
つ
る
御み

随ず
い

身じ
ん

し
て
遣
は
す
。（
源
氏
物
語
）

イ
　
そ
こ
な
る
人
に
み
な
滝
の
歌
よ
ま
す
。（
伊
勢
物
語
）

ウ
　
換
ふ
る
も
の
は
金こ
が
ね

を
軽か
ろ

く
し
、
粟ぞ
く

を
重
く
す
。（
方
丈
記
）

エ
　
四よ
た
り

五い
つ

人た
り

ば
か
り
し
て
、
ま
だ
暁
に
、
お
は
す
。（
源
氏
物
語
）

【
か
ぐ
や
姫
の
成
長
】

【
一
】
次
の
語
句
の
読
み
を
現
代
仮
名
遣
い
で
記
せ
。

①
悪
し
く
（
　
　
　
　
　
　
　
）　
　
②
貴
な
る
（
　
　
　
　
　
　
　
）　
　

【
二
】
次
の
―
―
線
部
の
語
句
の
本
文
中
で
の
意
味
を
答
え
よ
。

①
　
こ
の
児
の
か
た
ち
の
（
20
・
６
）�

（
　
　
　
　
　
　
　
　
）

②
　
け
う
ら
な
る
こ
と
世
に
な
く
、（
20
・
７
）�

（
　
　
　
　
　
　
　
　
）

③
　
三
日
う
ち
あ
げ
遊
ぶ
。（
21
・
１
）�

（
　
　
　
　
　
　
　
　
）

④
　
い
と
か
し
こ
く
遊
ぶ
。（
21
・
２
）�

（
　
　
　
　
　
　
　
　
）

⑤
　
貴
な
る
も
い
や
し
き
も
、（
21
・
３
）�

（
　
　
　
　
　
　
　
　
）

⑥
　
音
に
聞
き
、
め
で
て
惑
ふ
。（
21
・
４
）�

（
　
　
　
　
　
　
　
　
）

【
三
】
次
の
―
―
線
部
の
用
言
に
つ
い
て
、
（1）
活
用
の
種
類
、
（2）
文
中
で
の
活
用
形
を

答
え
よ
。

①
　
よ
き
ほ
ど
な
る
人
に
な
り
ぬ
れ
ば
、（
20
・
３
）

（1）
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
活
用
）　
　
（2）
（�

形
）

②
　
よ
ろ
づ
の
遊
び
を
ぞ
し
け
る
。（
21
・
１
）

（1）
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
活
用
）　
　
（2）
（�

形
）

③
　
世
界
の
を
の
こ
、
貴
な
る
も
い
や
し
き
も
、（
21
・
２
）

（1）
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
活
用
）　
　
（2）
（�

形
）

Ω50_責了
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【
か
ぐ
や
姫
の
生
い
立
ち
】

【
一
】
次
の
語
句
の
読
み
を
現
代
仮
名
遣
い
で
記
せ
。

①
翁
（
　
　
　
　
　
　
　
）　
　
②
妻
（
　
　
　
　
　
　
　
）　
　

③
嫗
（
　
　
　
　
　
　
　
）

【
二
】
次
の
―
―
線
部
の
語
句
の
本
文
中
で
の
意
味
を
答
え
よ
。

①
　
よ
ろ
づ
の
こ
と
に
使
ひ
け
り
。（
18
・
１
）�

（
　
　
　
　
　
　
　
　
）

②
　
あ
や
し
が
り
て
、
寄
り
て
見
る
に
、（
18
・
３
）�

（
　
　
　
　
　
　
　
　
）

③
　
い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り
。（
18
・
４
）�
（
　
　
　
　
　
　
　
　
）

④
　
翁
や
う
や
う
豊
か
に
な
り
ゆ
く
。（
19
・
５
）�

（
　
　
　
　
　
　
　
　
）

【
三
】
次
の
―
―
線
部
の
動
詞
に
つ
い
て
、
（1）
終
止
形
を
平
仮
名
で
記
せ
。
ま
た
、
（2）

活
用
の
種
類
、
（3）
文
中
で
の
活
用
形
を
答
え
よ
。

①
　
い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り
。（
18
・
４
）

（1）
（�

）　
（2）
（
　
　
　
　
　
　
活
用
）　
（3）
（
　
　
　
　
　
形
）

②
　
竹
の
中
に
お
は
す
る
に
て
知
り
ぬ
。（
18
・
５
）

（1）
（�

）　
（2）
（
　
　
　
　
　
　
活
用
）　
（3）
（
　
　
　
　
　
形
）

③
　
家
へ
持
ち
て
来
ぬ
。（
18
・
６
）

（1）
（�

）　
（2）
（
　
　
　
　
　
　
活
用
）　
（3）
（
　
　
　
　
　
形
）

【
四
】
次
の
―
―
線
部
の
助
動
詞
の
意
味
を
、あ
と
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、記
号
で
答
え
よ
。

①
　
よ
ろ
づ
の
こ
と
に
使
ひ
け
り
。（
18
・
１
）�

（
　
　
　
）

②
　
筒
の
中
光
り
た
り
。（
18
・
３
）�

（
　
　
　
）

③
　
三
寸
ば
か
り
な
る
人
、（
18
・
４
）�

（
　
　
　
）

④
　
子
に
な
り
給
ふ
べ
き
人
な
め
り
。（
18
・
５
）�

（
　
　
　
）

⑤
　
竹
を
見
つ
く
る
こ
と
重
な
り
ぬ
。（
19
・
４
）�

（
　
　
　
）

ア
　
完
了
　
　
イ
　
推
量
　
　
ウ
　
存
続
　
　
エ
　
過
去
　
　
オ
　
断
定

【
五
】「
な
め
り
」（
18
・
６
）
を
、
文
法
的
に
説
明
せ
よ
。

┌�

┐

│�

│

│�

│

└�

┘

【
六
】「
翁
」（
18
・
１
）
の
名
前
は
何
と
い
う
か
。
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
て
書
け
。

�

［
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
］

【
七
】「
三
寸
ば
か
り
な
る
人
」（
18
・
４
）
と
あ
る
が
、
こ
の
人
の
大
き
さ
が
う
か
が

え
る
記
述
を
こ
れ
よ
り
後
か
ら
探
し
、
全
て
抜
き
出
せ
。

┌�

┐

│�

│

│�

│

└�

┘

【
八
】「
知
り
ぬ
。」（
18
・
５
）
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
よ
。

⑴
　
何
を
知
っ
た
の
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、記
号
で
答
え
よ
。

ア
　
こ
の
人
に
出
会
う
た
め
に
長
年
竹
を
取
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
。

イ
　
竹
の
根
も
と
が
光
っ
て
い
た
の
は
こ
の
人
の
せ
い
だ
と
い
う
こ
と
。

ウ
　
竹
の
節
の
ど
の
部
分
に
こ
の
人
が
入
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
。

エ
　
こ
の
子
は
自
分
の
子
と
な
る
は
ず
の
人
だ
と
い
う
こ
と
。

竹
取
物
語

物
語

語
句
・
文
法
を
理
解
し
、
内
容
を
読
み
取
ろ
う

教
科
書
P.18
〜
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5 ───紀行　教科書［p.79〜p.86］

【
旅
立
ち
】

【
一
】
次
の
語
句
の
読
み
を
現
代
仮
名
遣
い
で
答
え
よ
。

①
百
代
の
過
客
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）　
　

②
去
年
（
　
　
　
　
　
　
　
　
）　
　
③
庵
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

【
二
】
次
の
―
―
線
部
の
語
句
の
意
味
を
答
え
よ
。

①
　
百
代
の
過
客
に
し
て
、（
79
・
１
）�

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

②
　
や
や
年
も
暮
れ
、（
79
・
５
）�

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

③
　
灸
据
う
る
よ
り
、（
79
・
７
）�
�

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

④
　
住
み
替
は
る
代
ぞ
（
80
・
２
）�

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

⑤
　
弥
生
も
末
の
七
日
、（
80
・
４
）�

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

⑥
　
空
朧
々
と
し
て
、（
80
・
４
）�

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

⑦
　
光
を
さ
ま
れ
る
も
の
か
ら
、（
80
・
４
）�

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

⑧
　
む
つ
ま
じ
き
限
り
は
（
80
・
６
）�

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

語
句
・
文
法
を
理
解
し
、
内
容
を
読
み
取
ろ
う

奥
の
細
道

紀
行

【
三
】「
舟
の
上
に
生
涯
を
浮
か
べ
、
馬
の
口
と
ら
へ
て
老
い
を
迎
ふ
る
者
」（
79
・
１
）

と
は
、
ど
う
い
う
人
の
こ
と
か
。

［�

］

【
四
】
①
「
片
雲
の
風
に
誘
は
れ
て
、」（
79
・
３
）、
②
「
春
立
て
る
霞
の
空
に
、」 

（
79
・
５
）
を
わ
か
り
や
す
く
口
語
訳
せ
よ
。

�

┌�

┐
�

│�
│

�

└�
┘

�

①�

┌�
┐

�

│�

│

�

└�

┘

�

②
【
五
】「
江
上
の
破
屋
に
蜘
蛛
の
古
巣
を
払
ひ
て
、」（
79
・
４
）
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ

と
を
表
し
て
い
る
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
　
長
い
間
旅
に
出
て
い
て
久
し
ぶ
り
に
家
に
戻
っ
て
き
た
。

イ
　
世
間
か
ら
隔
絶
し
た
よ
う
な
場
所
に
住
む
こ
と
に
し
た
。

ウ
　
長
年
住
み
続
け
て
い
た
家
を
人
に
譲
る
こ
と
に
し
た
。

エ
　
旅
先
で
た
ま
た
ま
見
つ
け
た
家
に
仮
住
ま
い
し
て
い
た
。

【
六
】
次
の
語
句
と
対
句
的
表
現
に
な
っ
て
い
る
語
句
を
本
文
中
か
ら
抜
き
出
せ
。

①
　
行
き
か
ふ
年
（
79
・
１
）�

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

②
　
そ
ぞ
ろ
神
（
79
・
６
）�

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

【
七
】
作
者
が
奥
州
へ
の
旅
の
準
備
と
し
て
行
っ
た
こ
と
を
具
体
的
に
説
明
せ
よ
。

┌�

┐

│�

│

│�

│

│�

│

└�

┘
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科
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【
四
】
次
の
―
―
線
部
の
助
動
詞
の
意
味
を
、後
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、記
号
で
答
え
よ
。

①
　
帳
の
内
よ
り
も
出
だ
さ
ず
、（
20
・
５
）�

（
　
　
　
）

②
　
秋
田
を
呼
び
て
つ
け
さ
す
。（
20
・
13
）�

（
　
　
　
）

③
　
な
よ
竹
の
か
ぐ
や
姫
と
つ
け
つ
。（
20
・
13
）�

（
　
　
　
）

ア
　
完
了
　
　
イ
　
存
続
　
　
ウ
　
打
消
　
　
エ
　
使
役

【
五
】「
三
月
ば
か
り
に
な
る
ほ
ど
に
、よ
き
ほ
ど
な
る
人
に
な
り
ぬ
」（
20
・
２
）
と
は
、

ど
う
い
う
こ
と
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
　
あ
と
三
か
月
ほ
ど
養
え
ば
子
ど
も
か
ら
大
人
に
な
る
と
い
う
こ
と
。

イ
　
三
月
に
な
る
と
ち
ょ
う
ど
よ
い
大
き
さ
に
成
長
し
た
と
い
う
こ
と
。

ウ
　
三
か
月
ほ
ど
で
一
人
前
の
背
丈
の
人
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

エ
　
子
ど
も
の
背
丈
に
な
る
の
に
三
か
月
か
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。

【
六
】「
屋
の
内
は
暗
き
所
な
く
光
満
ち
た
り
。」（
20
・
７
）
と
は
、
ど
の
よ
う
な
様
子

を
表
し
て
い
る
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
　
翁
の
家
が
裕
福
に
な
り
、
部
屋
の
隅
々
ま
で
飾
ら
れ
て
い
る
様
子
。

イ
　
か
ぐ
や
姫
が
清
ら
か
で
美
し
い
の
で
、
家
の
中
が
明
る
い
様
子
。

ウ
　
翁
の
家
で
は
心
配
事
な
ど
な
く
、
皆
が
幸
せ
に
暮
ら
し
て
い
る
様
子
。

エ
　
か
ぐ
や
姫
の
家
の
人
々
は
、
い
つ
も
明
る
く
笑
っ
て
い
る
様
子
。

【
七
】「
か
ぐ
や
姫
の
成
長
」
の
場
面
の
翁
の
生
活
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
最
も
適
切

な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
　
野
山
に
分
け
入
っ
て
竹
を
取
り
、い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
使
っ
て
暮
ら
し
て
い
た
。

イ
　
か
ぐ
や
姫
を
大
切
に
育
て
る
こ
と
に
夢
中
で
、
仕
事
が
手
に
つ
か
な
か
っ
た
。

ウ
　
黄
金
が
入
っ
た
竹
を
長
期
間
見
つ
け
て
勢
力
の
あ
る
者
に
な
っ
て
い
た
。

エ
　
暮
ら
し
が
楽
に
な
り
、
毎
日
宴
会
を
開
い
て
遊
ん
で
過
ご
し
て
い
た
。

【
八
】「
男
は
う
け
き
ら
は
ず
呼
び
集
へ
て
、」（
21
・
２
）
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答

え
よ
。

⑴
　
ど
の
よ
う
な
人
を
「
う
け
き
ら
は
」
な
か
っ
た
の
か
。
古
文
中
か
ら
抜
き
出
せ
。

�

［
　
　
　
　
　
　
　
］
と
［
　
　
　
　
　
　
　
］

⑵
　
男
た
ち
を
こ
の
よ
う
に
呼
び
集
め
た
目
的
は
何
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の

中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア
　
か
ぐ
や
姫
の
結
婚
相
手
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
人
を
探
す
た
め
。

イ
　
い
ろ
い
ろ
な
遊
び
を
し
て
か
ぐ
や
姫
を
楽
し
ま
せ
る
た
め
。

ウ
　
か
ぐ
や
姫
の
名
付
け
親
で
あ
る
秋
田
に
お
礼
を
す
る
た
め
。

エ
　
盛
大
な
宴
会
を
開
く
こ
と
で
、
翁
の
勢
力
を
見
せ
つ
け
る
た
め
。

難

【
九
】「
い
か
で
こ
の
か
ぐ
や
姫
を
得
て
し
が
な
、
見
て
し
が
な
」（
21
・
３
）
を
、
わ

か
り
や
す
く
口
語
訳
せ
よ
。

┌�

┐

│�

│

│�

│

└�

┘

入
試

【
十
】「
苦
し
き
時
も
、
こ
の
子
を
見
れ
ば
、
苦
し
き
こ
と
も
や
み
ぬ
。」（
20
・
９
）
の

―
―
線
部
と
同
じ
意
味
の
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
　
暁
よ
り
雨
降
れ
ば
、
同
じ
所
に
泊
ま
れ
り
。（
土
佐
日
記
）

イ
　
牛
飼
童わ
ら
は

を
打
て
ば
、
童
は
牛
を
棄す

て
て
逃
げ
ぬ
。（
今
昔
物
語
集
）

ウ
　
悪
人
の
真
似
と
て
人
を
殺
さ
ば
、
悪
人
な
り
。（
徒
然
草
）

エ
　
命
長
け
れ
ば
恥
多
し
。（
徒
然
草
）
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【
那
須
野
】

【
一
】
次
の
―
―
線
部
の
語
句
の
意
味
を
答
え
よ
。

①
　
一
村
を
見
か
け
て
行
く
に
、（
82
・
３
）		

（
　
　
　
　
　
　
　
　
）

②
　
さ
す
が
に
情
け
知
ら
ぬ
に
は
あ
ら
ず
。（
82
・
８
）	

（
　
　
　
　
　
　
　
　
）

③
　
名
の
や
さ
し
か
り
け
れ
ば
、（
83
・
２
）		

（
　
　
　
　
　
　
　
　
）

④
　
や
が
て
人
里
に
至
れ
ば
、（
83
・
４
）	

（
　
　
　
　
　
　
　
　
）

【
二
】
次
の
―
―
線
部
の
語
を
文
法
的
に
説
明
せ
よ
。

①
　
情
け
知
ら
ぬ
に
は
あ
ら
ず
。（
82
・
８
）

［	

］

②
　
貸
し
侍
り
ぬ
。（
82
・
13
）

［	

］

③
　
八
重
撫
子
の
名
な
る
べ
し
（
83
・
３
）

［	

］

【
三
】
次
の
―
―
線
部
の
助
詞
「
の
」
の
う
ち
、他
と
意
味
が
異
な
る
も
の
を
一
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

ア
　
う
ひ
う
ひ
し
き
旅
人
の
道
踏
み
違
へ
ん
。（
82
・
10
）

イ
　
こ
の
馬
の
と
ど
ま
る
所
に
て
馬
を
返
し
給
へ
。（
82
・
12
）

ウ
　
聞
き
慣
れ
ぬ
名
の
や
さ
し
か
り
け
れ
ば
、（
83
・
２
）

エ
　
か
さ
ね
と
は
八
重
撫
子
の
名
な
る
べ
し
（
83
・
３
）

【
四
】「
草
刈
る
男
に
嘆
き
寄
れ
ば
、」（
82
・
７
）
と
あ
る
が
、
男
に
何
を
話
し
た
と
考

え
ら
れ
る
か
。
説
明
せ
よ
。

┌	

┐

│	

│

│	

│

└	

┘

【
五
】「
い
か
が
す
べ
き
や
。」（
82
・
９
）
に
つ
い
て
次
の
問
い
に
答
え
よ
。

（1）
　
口
語
訳
せ
よ
。

［	
］

（2）
　
こ
の
と
き
男
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を

次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
　
見
ず
知
ら
ず
の
旅
人
の
言
う
こ
と
を
信
用
す
る
の
は
危
険
だ
。

イ
　
自
分
が
案
内
し
て
や
れ
ば
よ
い
の
だ
が
今
は
手
が
離
せ
な
い
。

ウ
　
旅
人
が
こ
ん
な
野
の
真
ん
中
を
歩
い
て
い
る
の
は
お
か
し
い
。

エ
　
馬
を
貸
し
て
や
り
た
い
が
返
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

【
六
】「
う
ひ
う
ひ
し
き
旅
人
の
道
踏
み
違
へ
ん
。」（
82
・
10
）
を
口
語
訳
せ
よ
。

┌	

┐

│	

│

│	

│

└	

┘

【
七
】「
あ
や
し
う
侍
れ
ば
、」（
82
・
11
）
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中

か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
　
私
の
こ
と
が
信
用
で
き
な
い
よ
う
で
し
た
ら
、

イ
　
私
は
あ
な
た
方
よ
り
身
分
が
低
い
で
す
か
ら
、

ウ
　
あ
な
た
方
が
無
事
に
着
く
か
心
配
で
す
の
で
、

エ
　
ど
こ
に
行
き
着
く
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
の
で
、

【
八
】「
草
の
戸
も
…
」（
80
・
２
）
の
句
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中

か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
　
狭
い
草
庵
を
出
て
身
を
寄
せ
る
先
は
意
外
に
も
立
派
な
家
で
あ
っ
た
こ
と
よ
。

イ
　
こ
の
草
庵
に
新
た
に
住
む
人
の
た
め
に
せ
め
て
雛
飾
り
く
ら
い
し
て
お
こ
う
。

ウ
　
わ
び
し
い
草
庵
だ
が
新
し
い
住
人
を
迎
え
れ
ば
賑に
ぎ

や
か
な
家
に
な
る
だ
ろ
う
。

エ
　
私
が
一
人
で
暮
ら
し
た
草
庵
に
子
ど
も
の
多
い
家
族
が
住
み
始
め
て
い
た
よ
。

【
九
】「
ま
た
い
つ
か
は
」（
80
・
５
）
を
、
口
語
訳
せ
よ
。

┌	

┐

│	

│

│	

│

└	

┘

【
十
】「
行
く
春
や
…
」（
80
・
９
）
の
句
に
こ
め
ら
れ
た
心
情
を
説
明
せ
よ
。

┌	

┐

│	

│

│	

│

└	

┘

【
十
一
】
こ
の
文
章
の
構
成
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か

ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
　
前
半
で
は
先
人
の
例
を
引
き
な
が
ら
旅
の
魅
力
や
そ
の
準
備
に
つ
い
て
語
り
、

後
半
で
は
出
発
の
日
の
人
々
と
の
別
れ
の
場
面
を
客
観
的
に
描
写
し
て
い
る
。

イ
　
前
半
で
は
今
回
の
旅
を
決
め
る
に
至
っ
た
経
緯
が
語
ら
れ
、
後
半
で
は
出
発
の

場
面
が
旅
立
つ
側
と
見
送
る
側
の
視
点
に
立
っ
て
重
層
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

ウ
　
前
半
で
は
旅
へ
の
あ
こ
が
れ
や
旅
立
ち
を
前
に
し
て
浮
き
立
つ
気
持
ち
が
語
ら

れ
る
が
、
後
半
で
は
、
長
旅
へ
の
不
安
や
別
れ
の
寂
し
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

エ
　
前
半
で
は
旅
に
対
す
る
自
身
の
価
値
観
や
今
回
の
旅
の
目
的
を
明
ら
か
に
し
、

後
半
で
は
旅
の
始
ま
り
を
時
間
の
経
過
に
沿
っ
て
情
緒
豊
か
に
表
現
し
て
い
る
。

Ω50_責了
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【
四
】「
草
刈
る
男
に
嘆
き
寄
れ
ば
、」（
82
・
７
）
と
あ
る
が
、
男
に
何
を
話
し
た
と
考

え
ら
れ
る
か
。
説
明
せ
よ
。

┌�

┐

│�

│

│�

│

└�

┘

【
五
】「
い
か
が
す
べ
き
や
。」（
82
・
９
）
に
つ
い
て
次
の
問
い
に
答
え
よ
。

（1）
　
口
語
訳
せ
よ
。

［�
］

（2）
　
こ
の
と
き
男
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を

次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
　
見
ず
知
ら
ず
の
旅
人
の
言
う
こ
と
を
信
用
す
る
の
は
危
険
だ
。

イ
　
自
分
が
案
内
し
て
や
れ
ば
よ
い
の
だ
が
今
は
手
が
離
せ
な
い
。

ウ
　
旅
人
が
こ
ん
な
野
の
真
ん
中
を
歩
い
て
い
る
の
は
お
か
し
い
。

エ
　
馬
を
貸
し
て
や
り
た
い
が
返
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

【
六
】「
う
ひ
う
ひ
し
き
旅
人
の
道
踏
み
違
へ
ん
。」（
82
・
10
）
を
口
語
訳
せ
よ
。

┌�

┐

│�

│

│�

│

└�

┘

【
七
】「
あ
や
し
う
侍
れ
ば
、」（
82
・
11
）
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中

か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
　
私
の
こ
と
が
信
用
で
き
な
い
よ
う
で
し
た
ら
、

イ
　
私
は
あ
な
た
方
よ
り
身
分
が
低
い
で
す
か
ら
、

ウ
　
あ
な
た
方
が
無
事
に
着
く
か
心
配
で
す
の
で
、

エ
　
ど
こ
に
行
き
着
く
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
の
で
、

【
八
】「
草
の
戸
も
…
」（
80
・
２
）
の
句
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中

か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
　
狭
い
草
庵
を
出
て
身
を
寄
せ
る
先
は
意
外
に
も
立
派
な
家
で
あ
っ
た
こ
と
よ
。

イ
　
こ
の
草
庵
に
新
た
に
住
む
人
の
た
め
に
せ
め
て
雛
飾
り
く
ら
い
し
て
お
こ
う
。

ウ
　
わ
び
し
い
草
庵
だ
が
新
し
い
住
人
を
迎
え
れ
ば
賑に
ぎ

や
か
な
家
に
な
る
だ
ろ
う
。

エ
　
私
が
一
人
で
暮
ら
し
た
草
庵
に
子
ど
も
の
多
い
家
族
が
住
み
始
め
て
い
た
よ
。

【
九
】「
ま
た
い
つ
か
は
」（
80
・
５
）
を
、
口
語
訳
せ
よ
。

┌�

┐

│�

│

│�

│

└�

┘

【
十
】「
行
く
春
や
…
」（
80
・
９
）
の
句
に
こ
め
ら
れ
た
心
情
を
説
明
せ
よ
。

┌�

┐

│�

│

│�

│

└�

┘

【
十
一
】
こ
の
文
章
の
構
成
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か

ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
　
前
半
で
は
先
人
の
例
を
引
き
な
が
ら
旅
の
魅
力
や
そ
の
準
備
に
つ
い
て
語
り
、

後
半
で
は
出
発
の
日
の
人
々
と
の
別
れ
の
場
面
を
客
観
的
に
描
写
し
て
い
る
。

イ
　
前
半
で
は
今
回
の
旅
を
決
め
る
に
至
っ
た
経
緯
が
語
ら
れ
、
後
半
で
は
出
発
の

場
面
が
旅
立
つ
側
と
見
送
る
側
の
視
点
に
立
っ
て
重
層
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

ウ
　
前
半
で
は
旅
へ
の
あ
こ
が
れ
や
旅
立
ち
を
前
に
し
て
浮
き
立
つ
気
持
ち
が
語
ら

れ
る
が
、
後
半
で
は
、
長
旅
へ
の
不
安
や
別
れ
の
寂
し
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

エ
　
前
半
で
は
旅
に
対
す
る
自
身
の
価
値
観
や
今
回
の
旅
の
目
的
を
明
ら
か
に
し
、

後
半
で
は
旅
の
始
ま
り
を
時
間
の
経
過
に
沿
っ
て
情
緒
豊
か
に
表
現
し
て
い
る
。

入
試

【
十
二
】
次
の
―
―
線
部
と
文
法
的
に
同
じ
も
の
を
あ
と
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記
号

で
答
え
よ
。

①
　
老
い
を
迎
ふ
る
者
は
、（
79
・
２
）

②
　
光
を
さ
ま
れ
る
も
の
か
ら
、（
80
・
４
）

ア
　
雨
の
音
、
風
の
吹
き
ゆ
る
が
す
も
、
ふ
と
お
ど
ろ
か
る
。（
枕
草
子
）

イ
　
寒
け
く
澄
め
る
二
十
日
余
り
の
空
こ
そ
、
心
細
き
も
の
な
れ
。（
徒
然
草
）

ウ
　
見
ざ
ら
ん
世
ま
で
を
思
ひ
掟お
き

て
ん
こ
そ
、
は
か
な
か
る
べ
け
れ
。（
徒
然
草
）

エ
　「
…
入
れ
ず
も
あ
ら
な
む
」
と
い
ふ
歌
な
む
思
ほ
ゆ
る
。（
土
佐
日
記
）

オ
　
内だ
い

裏り

造
ら
る
る
に
も
、必
ず
、作
り
果
て
ぬ
所
を
残
す
こ
と
な
り
。（
徒
然
草
）

入
試

【
十
三
】「
古
人
も
多
く
旅
に
死
せ
る
あ
り
。」（
79
・
３
）
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答

え
よ
。

（1）
　
次
の
作
品
に
関
係
の
深
い
「
古
人
」
の
名
前
を
そ
れ
ぞ
れ
答
え
よ
。

①
世
に
ふ
る
も
更
に
時
雨
の
や
ど
り
哉か
な�

（
　
　
　
　
　
　
　
　
）

②
夫そ

れ
天
地
は
万
物
の
逆げ
き

旅り
よ

に
し
て
、
光
陰
は
百
代
の
過く
わ

客か
く

な
り
。

�

（
　
　
　
　
　
　
　
　
）

③
願
は
く
は
花
の
し
た
に
て
春
死
な
ん
そ
の
き
さ
ら
ぎ
の
望も
ち

月づ
き

の
こ
ろ

�

（
　
　
　
　
　
　
　
　
）

④
江
碧み
ど
り

に
し
て
鳥
い
よ
い
よ
白
く
、
山
青
く
し
て
花
然も

え
ん
と
欲
す
。

�

（
　
　
　
　
　
　
　
　
）

（2）
　
芭
蕉
自
身
も
旅
先
で
死
ん
だ
が
、
最
後
に
次
の
よ
う
な
句
を
詠
ん
で
い
る
。
空
欄

に
適
切
な
言
葉
を
書
き
入
れ
よ
。

（
　
　
　
　
）
に
病や
ん

で
夢
は
（
　
　
　
　
　
　
）
を
か
け
廻め
ぐ

る ①

　
②
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9───紀行　教科書［p.79〜p.86］

【
六
】「
秋
風
を
耳
に
残
し
、
紅
葉
を
面
影
に
し
て
、」（
84
・
３
）
の
よ
う
な
表
現
技
法

を
何
と
い
う
か
。
漢
字
二
字
で
答
え
よ
。

�

［
　
　
　
　
　
］

【
七
】「
雪
」（
84
・
４
）
と
あ
る
が
、
作
者
は
何
を
「
雪
」
に
見
立
て
て
い
る
か
。
本

文
中
か
ら
二
つ
抜
き
出
し
て
書
け
。

�

［
　
　
　
　
　
］［
　
　
　
　
　
］

【
八
】「
卯
の
花
を
…
」（
84
・
７
）
の
句
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
よ
。

⑴
　「
か
な
」
は
詠
嘆
を
こ
め
、
余
韻
を
残
す
働
き
を
し
て
い
る
が
、
俳
句
に
お
け

る
こ
の
よ
う
な
語
を
何
と
い
う
か
。

�

［
　
　
　
　
　
］

⑵
　
句
の
内
容
を
わ
か
り
や
す
く
解
釈
せ
よ
。

［�

］

入
試

【
九
】「
と
ど
め
置
か
れ
し
と
ぞ
。」（
84
・
５
）
に
み
ら
れ
る
係
り
結
び
に
つ
い
て
説
明

せ
よ
。

［�

］

【
立
石
寺
】

【
一
】
次
の
語
句
の
意
味
を
答
え
よ
。

①
　
開
基
（
85
・
１
）�

（
　
　�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

②
　
清
閑
（
85
・
１
）�

（
　
　�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

③
　
佳
景
寂
寞
（
86
・
３
）�

（
　
　�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

【
二
】
次
の
―
―
線
部
の
動
詞
の
活
用
の
種
類
を
答
え
よ
。

①
　
勧
む
る
に
よ
り
て
、（
85
・
２
）�

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
活
用
）

②
　
土
石
老
い
て
（
85
・
４
）�

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
活
用
）

③
　
仏
閣
を
拝
し
、（
86
・
２
）�

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
活
用
）

【
三
】「
そ
の
間
」（
85
・
３
）
と
は
、
何
と
何
の
間
の
こ
と
か
。

［�
］

【
四
】「
七
里
」（
85
・
３
）
は
、
約
何
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
か
。

［�

］

【
五
】「
山
上
の
堂
に
登
る
。」（
85
・
３
）
と
あ
る
が
、
険
し
い
山
道
を
行
く
様
子
が
う

か
が
え
る
表
現
を
本
文
中
か
ら
抜
き
出
せ
。

［�

］

【
六
】「
閑
か
さ
や
…
」（
86
・
５
）
の
句
が
表
し
て
い
る
情
景
と
し
て
最
も
適
切
な
も

の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
　
頭
上
か
ら
降
り
そ
そ
ぐ
蟬
の
声
が
岩
に
吸
収
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
、
時
折
、
何

の
音
も
聞
こ
え
な
い
瞬
間
が
訪
れ
る
。

イ
　
岩
山
に
は
蟬
の
声
が
響
き
渡
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
包
み
込
む

よ
う
な
深
い
静
寂
が
感
じ
ら
れ
る
。

ウ
　
日
が
暮
れ
て
、
日
中
さ
か
ん
に
鳴
い
て
い
た
蟬
の
声
も
す
っ
か
り
止
み
、
辺
り

は
夕
闇
と
静
寂
に
包
ま
れ
て
い
る
。

エ
　
切
り
立
っ
た
岩
山
の
上
に
あ
る
寺
に
は
山
里
で
鳴
く
蟬
の
声
も
届
く
こ
と
な

く
、
ひ
っ
そ
り
静
ま
り
返
っ
て
い
る
。

入
試

【
八
】「
一
人
は
小
姫
に
て
、」（
83
・
１
）
の
―
―
線
部
と
同
じ
意
味
の
も
の
を
次
の
中

か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
　
女
声
に
て
、「
よ
き
こ
と
。
宿
り
給
へ
」
と
言
へ
ば
、（
宇
治
拾
遺
物
語
）

イ
　
長
く
と
も
、
四よ
そ
じ十

に
足
ら
ぬ
ほ
ど
に
て
死
な
ん
こ
そ
、
目
安
か
る
べ
け
れ
。

（
徒
然
草
）

ウ
　
ま
こ
と
に
て
名
に
聞
く
所
羽は

根ね

な
ら
ば
飛
ぶ
が
ご
と
く
に
都
へ
も
が
な

（
土
佐
日
記
）

エ
　
耳
を
た
て
て
よ
く
聞
け
ば
、
わ
が
妻
に
て
あ
り
し
人
の
気
配
に
聞
き
な
し
つ
。

（
今
昔
物
語
集
）

【
白
河
】

【
一
】
次
の
―
―
線
部
の
語
句
の
意
味
を
答
え
よ
。

①
　
心
も
と
な
き
日
数
重
な
る
ま
ま
に
、（
84
・
１
）（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

②
　
便
り
求
め
し
も
理
な
り
。（
84
・
２
）�

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

③
　
風
騒
の
人
、（
84
・
２
）�

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

【
二
】
次
の
―
―
線
部
の
「
し
」
の
う
ち
、
他
と
文
法
的
な
意
味
が
異
な
る
も
の
を
一

つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
　「
い
か
で
都
へ
」
と
便
り
求
め
し
も
理
な
り
。（
84
・
１
）

イ
　
秋
風
を
耳
に
残
し
、
紅
葉
を
面
影
に
し
て
、（
84
・
３
）

ウ
　
古
人
冠
を
正
し
衣
装
を
改
め
し
こ
と
な
ど
、（
84
・
５
）

エ
　
清
輔
の
筆
に
も
と
ど
め
置
か
れ
し
と
ぞ
。（
84
・
５
）

Ω50_責了
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【
六
】「
秋
風
を
耳
に
残
し
、
紅
葉
を
面
影
に
し
て
、」（
84
・
３
）
の
よ
う
な
表
現
技
法

を
何
と
い
う
か
。
漢
字
二
字
で
答
え
よ
。

�

［
　
　
　
　
　
］

【
七
】「
雪
」（
84
・
４
）
と
あ
る
が
、
作
者
は
何
を
「
雪
」
に
見
立
て
て
い
る
か
。
本

文
中
か
ら
二
つ
抜
き
出
し
て
書
け
。

�

［
　
　
　
　
　
］［
　
　
　
　
　
］

【
八
】「
卯
の
花
を
…
」（
84
・
７
）
の
句
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
よ
。

⑴
　「
か
な
」
は
詠
嘆
を
こ
め
、
余
韻
を
残
す
働
き
を
し
て
い
る
が
、
俳
句
に
お
け

る
こ
の
よ
う
な
語
を
何
と
い
う
か
。

�

［
　
　
　
　
　
］

⑵
　
句
の
内
容
を
わ
か
り
や
す
く
解
釈
せ
よ
。

［�

］

入
試

【
九
】「
と
ど
め
置
か
れ
し
と
ぞ
。」（
84
・
５
）
に
み
ら
れ
る
係
り
結
び
に
つ
い
て
説
明

せ
よ
。

［�

］

【
立
石
寺
】

【
一
】
次
の
語
句
の
意
味
を
答
え
よ
。

①
　
開
基
（
85
・
１
）�

（
　
　�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

②
　
清
閑
（
85
・
１
）�

（
　
　�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

③
　
佳
景
寂
寞
（
86
・
３
）�

（
　
　�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

入
試

【
八
】「
一
人
は
小
姫
に
て
、」（
83
・
１
）
の
―
―
線
部
と
同
じ
意
味
の
も
の
を
次
の
中

か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
　
女
声
に
て
、「
よ
き
こ
と
。
宿
り
給
へ
」
と
言
へ
ば
、（
宇
治
拾
遺
物
語
）

イ
　
長
く
と
も
、
四よ
そ
じ十
に
足
ら
ぬ
ほ
ど
に
て
死
な
ん
こ
そ
、
目
安
か
る
べ
け
れ
。

（
徒
然
草
）

ウ
　
ま
こ
と
に
て
名
に
聞
く
所
羽は

根ね

な
ら
ば
飛
ぶ
が
ご
と
く
に
都
へ
も
が
な

（
土
佐
日
記
）

エ
　
耳
を
た
て
て
よ
く
聞
け
ば
、
わ
が
妻
に
て
あ
り
し
人
の
気
配
に
聞
き
な
し
つ
。

（
今
昔
物
語
集
）

【
白
河
】

【
一
】
次
の
―
―
線
部
の
語
句
の
意
味
を
答
え
よ
。

①
　
心
も
と
な
き
日
数
重
な
る
ま
ま
に
、（
84
・
１
）（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

②
　
便
り
求
め
し
も
理
な
り
。（
84
・
２
）�

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

③
　
風
騒
の
人
、（
84
・
２
）�

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

【
二
】
次
の
―
―
線
部
の
「
し
」
の
う
ち
、
他
と
文
法
的
な
意
味
が
異
な
る
も
の
を
一

つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
　「
い
か
で
都
へ
」
と
便
り
求
め
し
も
理
な
り
。（
84
・
１
）

イ
　
秋
風
を
耳
に
残
し
、
紅
葉
を
面
影
に
し
て
、（
84
・
３
）

ウ
　
古
人
冠
を
正
し
衣
装
を
改
め
し
こ
と
な
ど
、（
84
・
５
）

エ
　
清
輔
の
筆
に
も
と
ど
め
置
か
れ
し
と
ぞ
。（
84
・
５
）

【
三
】
作
者
が
「
白
河
の
関
」（
84
・
１
）
に
到
着
し
た
と
き
の
季
節
を
漢
字
一
字
で
答

え
よ
。�

［
　
　
　
　
］

【
四
】「
白
河
の
関
に
か
か
り
て
旅
心
定
ま
り
ぬ
。」（
84
・
１
）
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き

の
作
者
の
心
境
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
　
無
事
に
白
河
の
関
へ
た
ど
り
着
き
、
旅
の
成
功
を
感
じ
て
安
心
し
た
。

イ
　
白
河
の
関
に
到
着
し
、
や
っ
と
落
ち
着
い
て
旅
す
る
気
持
ち
に
な
っ
た
。

ウ
　
白
河
の
関
を
見
た
こ
と
で
、
奥
州
を
旅
す
る
こ
と
へ
の
迷
い
が
消
え
た
。

エ
　
今
回
の
旅
で
は
、
ま
ず
白
河
の
関
を
訪
ね
て
み
よ
う
と
決
心
し
た
。

【
五
】「
い
か
で
都
へ
」（
84
・
１
）
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
よ
。

⑴
　「
い
か
で
都
へ
」
を
、
述
語
を
補
っ
て
口
語
訳
せ
よ
。

［�

］

⑵
　
こ
の
歌
に
こ
め
ら
れ
た
心
情
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
二
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

ア
　
都
へ
の
連
絡
手
段
が
な
い
こ
と
へ
の
悲
嘆
。

イ
　
白
河
の
関
を
取
り
巻
く
自
然
の
美
し
さ
へ
の
賛
美
。

ウ
　
白
河
の
関
を
越
え
、
異
国
の
地
へ
入
っ
た
感
動
。

エ
　
も
う
二
度
と
都
へ
は
戻
れ
ま
い
と
い
う
絶
望
。

オ
　
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
地
に
い
る
こ
と
へ
の
感
慨
。

⑶
　
こ
の
歌
に
対
す
る
「
奥
の
細
道
」
の
作
者
の
思
い
が
最
も
よ
く
表
さ
れ
て
い
る

言
葉
を
、
本
文
中
か
ら
三
字
で
抜
き
出
し
て
書
け
。�

［
　
　
　
　
］
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⑴

　こ
の
歌
の
掛
詞
を
指
摘
し
、
掛
け
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
説
明
せ
よ
。

┌�

┐

│�

│

│�

│

└�

┘

⑵

　⑴
で
指
摘
し
た
掛
詞
に
注
意
し
て
口
語
訳
せ
よ
。

┌�

┐

│�

│

│�

│

└�

┘

3

「
こ
は
え
も
い
は
ぬ
花
の
い
ろ
か
な
」（
88
・
８
）
の
歌
に
つ
い
て
、
次
の
問
い

に
答
え
よ
。

⑴

　こ
の
歌
を
詠
ん
だ
人
物
の
名
前
を
、
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
て
書
け
。

�

［

　
　
　
　］

⑵

　口
語
訳
せ
よ
。

┌�

┐

│�

│

│�

│

└�

┘

4
「
こ
れ
ら
を
思
へ
ば
、心
疾
き
も
、か
し
こ
き
こ
と
な
り
。」（
89
・
２
）と
あ
る
が
、「
心

疾
き
」
と
は
、
こ
こ
で
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
表
し
て
い
る
か
。
最
も
適
切
な
も
の

を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

　短
時
間
で
大
量
の
歌
を
詠
む
こ
と
。

イ

　せ
っ
か
ち
な
性
格
で
あ
る
こ
と
。

ウ

　素
早
い
発
想
で
歌
を
詠
む
こ
と
。

エ

　頭
が
よ
く
て
機
転
が
き
く
こ
と
。

難

5

本
文
中
に
お
け
る
筆
者
の
考
え
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
よ
。

⑴

　筆
者
は
、
歌
を
詠
む
と
き
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
留
意
す
べ
き
だ
と
述
べ
て

い
る
か
、
二
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

⑵

　「心
疾
き
」
人
が
、⑴
の
こ
と
を
守
ら
な
い
と
、ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
か
。

本
文
の
内
容
に
即
し
て
具
体
的
に
説
明
せ
よ
。

┌�

┐

│�

│

│�

│

└�

┘

入
試

6

次
の
説
明
に
あ
て
は
ま
る
、
和
歌
の
表
現
技
法
に
関
す
る
言
葉
を
後
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

①

　有
名
な
古
歌
の
一
部
を
取
り
入
れ
て
歌
を
詠
む
こ
と
。

②

　五
音
以
上
か
ら
な
り
、
あ
る
任
意
の
語
句
を
導
き
出
す
。

③

　歌
の
中
で
中
心
と
な
る
言
葉
と
関
連
を
も
っ
て
い
る
言
葉
。

④

　同
音
異
義
語
を
用
い
て
一
つ
の
語
に
複
数
の
意
味
を
も
た
せ
る
。

⑤

　原
則
五
音
か
ら
な
り
、
あ
る
特
定
の
語
を
導
き
出
す
。

ア

　掛
詞

　
　イ

　枕
詞

　
　ウ

　縁
語

　
　エ

　序
詞

　
　オ

　本
歌
取
り

①

②

③

④

⑤

11───評論　教科書［p.88〜p.89］
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【
一
】
次
の
―
―
線
部
の
語
句
の
本
文
中
で
の
意
味
を
答
え
よ
。

①
　
も
と
よ
り
や
、
ま
う
け
た
り
け
む
、（
88
・
３
）�

（
　
　
　
　
　
　
　
　
）

②
　
恥
ぢ
が
ま
し
か
り
け
る
こ
と
か
な
。（
89
・
１
）�

（
　
　
　
　
　
　
　
　
）

③
　
な
か
な
か
に
、
久
し
く
思
へ
ば
、（
89
・
３
）�

（
　
　
　
　
　
　
　
　
）

【
二
】
次
の
―
―
線
部
の
係
助
詞
に
対
応
す
る
結
び
の
言
葉
を
指
摘
し
、
係
り
結
び
の

意
味
と
し
て
適
切
な
も
の
を
後
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

①
　
た
だ
に
過
ぐ
る
や
う
や
あ
る
。（
88
・
２
）

�

結
び
の
語
（
　
　
　
　
　
　
　
　
）
意
味
　
　
　

②
　
も
と
よ
り
や
、
ま
う
け
た
り
け
む
、（
88
・
３
）

�

結
び
の
語
（
　
　
　
　
　
　
　
　
）
意
味
　
　
　

③
　
と
こ
そ
、
付
け
た
り
け
れ
。（
88
・
９
）

�

結
び
の
語
（
　
　
　
　
　
　
　
　
）
意
味
　
　
　

④
　
と
ぞ
、
仰
せ
ら
れ
け
る
。（
89
・
１
）

�

結
び
の
語
（
　
　
　
　
　
　
　
　
）
意
味
　
　
　

ア
　
疑
問
　
　
イ
　
強
意
　
　
ウ
　
反
語
　
　
エ
　
比
喩

【
三
】
次
の
―
―
線
部
を
わ
か
り
や
す
く
口
語
訳
せ
よ
。

①
　
若
き
人
々
、
え
取
ら
ざ
り
け
れ
ば
、（
88
・
５
）

┌�

┐

│�

│

│�

│

└�

┘

②
　
大
輔
な
か
ら
ま
し
か
ば
、
恥
ぢ
が
ま
し
か
り
け
る
こ
と
か
な
。（
88
・
９
）

┌�

┐

│�

│

│�

│

└�

┘

【
四
】
次
の
―
―
線
部
の
敬
語
の
種
類
と
動
作
主
を
そ
れ
ぞ
れ
答
え
よ
。

①
　
伊
勢
大
輔
が
候
ひ
け
る
を
、（
88
・
５
）

�

敬
語
の
種
類
［
　
　
　
　
　
　
　
　
］
動
作
主
［
　
　
　
　
　
　
　
　
］

②
　
宮
の
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
承
り
て
、（
88
・
６
）

�

敬
語
の
種
類
［
　
　
　
　
　
　
　
　
］
動
作
主
［
　
　
　
　
　
　
　
　
］

③
　
と
ぞ
、
仰
せ
ら
れ
け
る
。（
89
・
１
）

�

敬
語
の
種
類
［
　
　
　
　
　
　
　
　
］
動
作
主
［
　
　
　
　
　
　
　
　
］

�

「
さ
る
め
で
た
き
も
の
」（
88
・
２
）
と
は
、
何
の
こ
と
か
。
本
文
中
か
ら
抜
き

出
し
て
書
け
。

�

［

　
　
　
　］

2

「
く
ち
な
し
に
ち
し
ほ
や
ち
し
ほ
そ
め
て
け
り
」（
88
・
４
）
の
歌
に
つ
い
て
、

次
の
問
い
に
答
え
よ
。

俊
頼
髄
脳

　山
吹
の
花

評
論

語
句
・
文
法
を
理
解
し
よ
う

文
章
の
内
容
を
読
み
取
ろ
う

難

5

本
文
中
に
お
け
る
筆
者
の
考
え
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
よ
。

⑴
　
筆
者
は
、
歌
を
詠
む
と
き
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
留
意
す
べ
き
だ
と
述
べ
て

い
る
か
、
二
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

⑵
　「
心
疾
き
」
人
が
、⑴
の
こ
と
を
守
ら
な
い
と
、ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
か
。

本
文
の
内
容
に
即
し
て
具
体
的
に
説
明
せ
よ
。

┌�

┐

│�

│

│�

│

└�

┘

入
試

6

次
の
説
明
に
あ
て
は
ま
る
、
和
歌
の
表
現
技
法
に
関
す
る
言
葉
を
後
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

①
　
有
名
な
古
歌
の
一
部
を
取
り
入
れ
て
歌
を
詠
む
こ
と
。

②
　
五
音
以
上
か
ら
な
り
、
あ
る
任
意
の
語
句
を
導
き
出
す
。

③
　
歌
の
中
で
中
心
と
な
る
言
葉
と
関
連
を
も
っ
て
い
る
言
葉
。

④
　
同
音
異
義
語
を
用
い
て
一
つ
の
語
に
複
数
の
意
味
を
も
た
せ
る
。

⑤
　
原
則
五
音
か
ら
な
り
、
あ
る
特
定
の
語
を
導
き
出
す
。

ア
　
掛
詞
　
　
イ
　
枕
詞
　
　
ウ
　
縁
語
　
　
エ
　
序
詞
　
　
オ
　
本
歌
取
り

①

②

③

④

⑤

教
科
書
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【
一
】
次
の
語
句
の
本
文
中
で
の
読
み
を
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
で
記
せ
。

①
　
能
　
　
（
　
　
　
　
　
ク
）　
　
②
　
亦
　
　
（
　
　
　
　
　
　
）

③
　
俄
　
　
（
　
　
カ
ニ
シ
テ
）　
　
④
　
先
　
　
（
　
　
　
　
　
ヅ
）

⑤
　
与
　
　
（
　
　
　
　
フ
ル
）　
　
⑥
　
若
　
　
（
　
　
　
　
　
　
）

⑦
　
乎
　
　
（
　
　
　
　
　
　
）

【
二
】
次
の
語
句
の
本
文
中
で
の
意
味
を
答
え
よ
。

①
　
俄
　（
114
・
２
）　（�

）

②
　
若
　（
114
・
４
）　（�

）

【
三
】「
能
解
狙
之
意
、
狙
亦
得
公
之
心
。」（

114
・
１
）
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
最

も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
　
公
と
狙
の
間
に
は
信
頼
関
係
が
築
か
れ
て
い
た
。

イ
　
公
と
狙
は
強
い
友
情
で
結
ば
れ
仲
間
意
識
が
あ
っ
た
。

ウ
　
公
と
狙
は
親
子
の
よ
う
な
親
密
な
関
係
だ
っ
た
。

エ
　
公
と
狙
は
互
い
に
反
目
し
て
腹
を
探
り
合
っ
て
い
た
。

【
四
】「
焉
」（

114
・
３
）
の
本
文
中
で
の
働
き
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か

ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
　
反
語
　
　
イ
　
強
調
　
　

ウ
　
詠
嘆
　
　
エ
　
疑
問

【
五
】「
将
限
　
其
食
。」（

114
・
３
）
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
よ
。

①
　
全
て
平
仮
名
の
書
き
下
し
文
に
せ
よ
。

┌�

┐

│�

│

│�

│

└�

┘

　
ク

　
カ
ニ
シ
テ

　
ヅ

　
フ
ル

　
カ
ニ
シ
テ

　
ク
　
シ
　
さ
る
の
　
ヲ
　
　
　
モ
　
　
　
タ
リ
　
　
　
　
　
ヲ

　
　
　
　
二
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　

ま
さ
ニ
　
ラ
ン
ト
　
ノ
　
ヲ

　
　
レ
　
　
二
　
　
　
　
　
一

す

【
一
】
次
の
語
句
の
本
文
中
で
の
読
み
を
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
で
記
せ
。

①
　
字
　
　
（
　
　
　
　
　
　
）　
　
②
　
嘗
　
　
（
　
　
　
　
　
テ
）

③
　
自
　
　
（
　
　
　
　
　
ラ
）　
　
④
　
与
　
　
（
　
　
　
　
　
フ
）

⑤
　
以
　
　
（
　
　
　
　
　
テ
）　
　
⑥
　
謀
　
　
（
　
　
　
　
リ
テ
）

⑦
　
曰
　
　
（
　
　
　
　
ハ
ク
）　
　
⑧
　
也
　
　
（
　
　
　
　
　
　
）

【
二
】
次
の
語
句
の
本
文
中
で
の
意
味
を
答
え
よ
。

①
　
字�（
116
・
１
）　（�

）

②
　
嘗
　（
116
・
１
）　（�

）

③
　
貪
　（
116
・
２
）　（�

）

④
　
走
　（
116
・
３
）　（�

）

【
三
】「
嘗
与
鮑
叔
賈
」（

116
・
１
）
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
よ
。

①
　
書
き
下
し
文
に
せ
よ
。

┌�

┐

│�

│

│�

│

└�

┘

②
　
誰
と
誰
が
何
を
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
口
語
訳
せ
よ
。

┌�

┐

│�

│

│�

│

│�

│

└�

┘

【
四
】「
鮑
叔
不
以
為
愚
」（

116
・
２
）
は
、「
は
う
し
ゆ
く
も
つ
て
ぐ
と
な
さ
ず
」
と
読

む
。
読
み
を
参
考
に
し
て
、
訓
点
を
つ
け
よ
。

鮑
　
叔
　
不
　
以
　
為
　
愚

　
テ

　
ラ

　
フ

　
テ

　
リ
テ

　
ハ
ク

　
テ

　
ル

　
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
ス

　
　
　
　
二
　
　
　
　
一
　
　

　
　
　
　

②
　
こ
の
行
動
の
理
由
を
説
明
せ
よ
。

┌�

┐

│�

│

│�

│

│�

│

└�

┘

【
六
】「
誑
　
」（

114
・
３
）
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
よ
。

①
　
四
字
以
内
で
口
語
訳
せ
よ
。�

②
　
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
の
か
、
理
由
を
説
明
せ
よ
。

┌�

┐

│�

│

│�

│

└�

┘

【
七
】「
与

若
芧
、
朝
　
三
　
而
暮
四
、
足
乎
。」（

114
・
４
）
の
口
語
訳
と
し
て
最
も

適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
　
お
ま
え
た
ち
に
と
ち
の
実
を
や
る
の
に
、
明
日
は
三
つ
に
し
て
今
夜
は
四
つ
に

し
た
ら
、
足
り
る
か
。

イ
　
お
ま
え
た
ち
か
ら
と
ち
の
実
を
も
ら
う
の
に
、
明
日
は
三
つ
に
し
て
今
夜
は
四

つ
に
し
た
ら
、
足
り
な
い
か
。

ウ
　
お
ま
え
た
ち
に
と
ち
の
実
を
も
ら
う
の
に
、
朝
は
三
つ
に
し
て
夕
方
は
四
つ
に

し
た
ら
、
足
り
な
い
か
。

エ
　
お
ま
え
た
ち
に
と
ち
の
実
を
や
る
の
に
、
朝
は
三
つ
に
し
て
夕
方
は

　
四
つ
に
し
た
ら
、
足
り
る
か
。

難

【
八
】「
朝
三
暮
四
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
言
葉
か
。「
狙
公
」
と 

「
狙
」
の
立
場
か
ら
考
え
て
そ
れ
ぞ
れ
記
せ
。

┌�

┐

│�

│

│�

│

└�

┘

狙
公

┌�

┐

│�

│

│�

│

└�

┘

狙
あ
ざ
む
キ
テ

　
　

　
フ
ル
ニ
　
ニ
と
ち
ヲ
　
あ
し
た
ニ
　
ニ
シ
テ
　
　
　
レ
ニ
　
ニ
セ
ン
　
ル
　
ト

　
　
二
　
　
　
　
　
一

【
五
】「
鮑
叔
不
以
為
怯
」（

116
・
３
）
と
あ
る
が
、
鮑
叔
が
管
仲
を
臆
病
者
だ
と
思
わ

な
か
っ
た
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
　
無
謀
に
敵
に
向
か
っ
て
い
く
よ
り
も
、
退
く
ほ
う
が
よ
い
場
合
も
あ
る
か
ら
。

イ
　
管
仲
の
よ
う
な
大
人
物
に
と
っ
て
は
、
目
先
の
勝
敗
は
問
題
で
は
な
い
か
ら
。

ウ
　
管
仲
に
は
世
話
を
す
る
べ
き
老
い
た
母
親
が
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
。

エ
　
老
い
た
両
親
か
ら
、
管
仲
の
命
を
守
っ
て
ほ
し
い
と
頼
ま
れ
て
い
た
か
ら
。

難

【
六
】「
生
我
者
父
母
、
知
我
者
鮑
子
也
。」（

116
・
４
）
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に

答
え
よ
。

⑴
　
口
語
訳
せ
よ
。

┌�

┐

│�

│

│�

│

└�

┘

⑵
　
こ
の
言
葉
は
管
仲
の
ど
の
よ
う
な
心
境
を
表
し
て
い
る
か
。
最
も
適
切
な
も
の

を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
　
自
分
を
生
ん
だ
父
母
よ
り
も
、
自
分
の
真
の
理
解
者
で
あ
る
鮑
叔
の
ほ
う
が

偉
大
だ
。

イ
　
父
母
が
自
分
を
生
ん
で
く
れ
た
の
で
、
自
分
を
理
解
し
て
く
れ
る
鮑
叔
と
出

会
え
た
。

ウ
　
自
分
を
生
ん
で
く
れ
た
父
母
と
同
様
に
、
自
分
を
理
解
し
て
く
れ
る
鮑
叔
は

大
切
な
人
だ
。

エ
　
父
母
に
よ
っ
て
こ
の
世
に
生
ま
れ
、
鮑
叔
に
理
解
さ
れ
た
こ
と
で
、
私
は
世

の
中
で
活
躍
で
き
る
の
だ
。

　
ム
　
　
ヲ
　
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
　
ヲ
　
ハ
　
　
　
　
　
ト

　
　
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

　
　
　
　

管
鮑
之
交

故
事
成
語

語
句
・
句
形
を
理
解
し
、
内
容
を
読
み
取
ろ
う

教
科
書

P.116
〜

P.117
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【
一
】
次
の
語
句
の
本
文
中
で
の
読
み
を
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
で
記
せ
。

①
　
能
　
　
（
　
　
　
　
　
ク
）　
　
②
　
亦
　
　
（
　
　
　
　
　
　
）

③
　
俄
　
　
（
　
　
カ
ニ
シ
テ
）　
　
④
　
先
　
　
（
　
　
　
　
　
ヅ
）

⑤
　
与
　
　
（
　
　
　
　
フ
ル
）　
　
⑥
　
若
　
　
（
　
　
　
　
　
　
）

⑦
　
乎
　
　
（
　
　
　
　
　
　
）

【
二
】
次
の
語
句
の
本
文
中
で
の
意
味
を
答
え
よ
。

①
　
俄
　（
114
・
２
）　（�

）

②
　
若
　（
114
・
４
）　（�

）

【
三
】「
能
解
狙
之
意
、
狙
亦
得
公
之
心
。」（

114
・
１
）
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
最

も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
　
公
と
狙
の
間
に
は
信
頼
関
係
が
築
か
れ
て
い
た
。

イ
　
公
と
狙
は
強
い
友
情
で
結
ば
れ
仲
間
意
識
が
あ
っ
た
。

ウ
　
公
と
狙
は
親
子
の
よ
う
な
親
密
な
関
係
だ
っ
た
。

エ
　
公
と
狙
は
互
い
に
反
目
し
て
腹
を
探
り
合
っ
て
い
た
。

【
四
】「
焉
」（

114
・
３
）
の
本
文
中
で
の
働
き
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か

ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
　
反
語
　
　
イ
　
強
調
　
　

ウ
　
詠
嘆
　
　
エ
　
疑
問

【
五
】「
将
限
　
其
食
。」（

114
・
３
）
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
よ
。

①
　
全
て
平
仮
名
の
書
き
下
し
文
に
せ
よ
。

┌�

┐

│�

│

│�

│

└�

┘

　
ク

　
カ
ニ
シ
テ

　
ヅ

　
フ
ル

　
カ
ニ
シ
テ

　
ク
　
シ
　
さ
る
の
　
ヲ
　
　
　
モ
　
　
　
タ
リ
　
　
　
　
　
ヲ

　
　
　
　
二
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　

ま
さ
ニ
　
ラ
ン
ト
　
ノ
　
ヲ

　
　
レ
　
　
二
　
　
　
　
　
一

す

②
　
こ
の
行
動
の
理
由
を
説
明
せ
よ
。

┌�

┐

│�

│

│�

│

│�

│

└�

┘

【
六
】「
誑
　
」（

114
・
３
）
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
よ
。

①
　
四
字
以
内
で
口
語
訳
せ
よ
。�

②
　
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
の
か
、
理
由
を
説
明
せ
よ
。

┌�

┐

│�

│

│�

│

└�

┘

【
七
】「
与

若
芧
、
朝
　
三
　
而
暮
四
、
足
乎
。」（

114
・
４
）
の
口
語
訳
と
し
て
最
も

適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
　
お
ま
え
た
ち
に
と
ち
の
実
を
や
る
の
に
、
明
日
は
三
つ
に
し
て
今
夜
は
四
つ
に

し
た
ら
、
足
り
る
か
。

イ
　
お
ま
え
た
ち
か
ら
と
ち
の
実
を
も
ら
う
の
に
、
明
日
は
三
つ
に
し
て
今
夜
は
四

つ
に
し
た
ら
、
足
り
な
い
か
。

ウ
　
お
ま
え
た
ち
に
と
ち
の
実
を
も
ら
う
の
に
、
朝
は
三
つ
に
し
て
夕
方
は
四
つ
に

し
た
ら
、
足
り
な
い
か
。

エ
　
お
ま
え
た
ち
に
と
ち
の
実
を
や
る
の
に
、
朝
は
三
つ
に
し
て
夕
方
は

　
四
つ
に
し
た
ら
、
足
り
る
か
。

難

【
八
】「
朝
三
暮
四
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
言
葉
か
。「
狙
公
」
と 

「
狙
」
の
立
場
か
ら
考
え
て
そ
れ
ぞ
れ
記
せ
。

┌�

┐

│�

│

│�

│

└�

┘

狙
公

┌�

┐

│�

│

│�

│

└�

┘

狙
あ
ざ
む
キ
テ

　
　

　
フ
ル
ニ
　
ニ
と
ち
ヲ
　
あ
し
た
ニ
　
ニ
シ
テ
　
　
　
レ
ニ
　
ニ
セ
ン
　
ル
　
ト

　
　
二
　
　
　
　
　
一

【
五
】「
鮑
叔
不
以
為
怯
」（

116
・
３
）
と
あ
る
が
、
鮑
叔
が
管
仲
を
臆
病
者
だ
と
思
わ

な
か
っ
た
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
　
無
謀
に
敵
に
向
か
っ
て
い
く
よ
り
も
、
退
く
ほ
う
が
よ
い
場
合
も
あ
る
か
ら
。

イ
　
管
仲
の
よ
う
な
大
人
物
に
と
っ
て
は
、
目
先
の
勝
敗
は
問
題
で
は
な
い
か
ら
。

ウ
　
管
仲
に
は
世
話
を
す
る
べ
き
老
い
た
母
親
が
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
。

エ
　
老
い
た
両
親
か
ら
、
管
仲
の
命
を
守
っ
て
ほ
し
い
と
頼
ま
れ
て
い
た
か
ら
。

難

【
六
】「
生
我
者
父
母
、
知
我
者
鮑
子
也
。」（

116
・
４
）
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に

答
え
よ
。

⑴
　
口
語
訳
せ
よ
。

┌�

┐

│�

│

│�

│

└�

┘

⑵
　
こ
の
言
葉
は
管
仲
の
ど
の
よ
う
な
心
境
を
表
し
て
い
る
か
。
最
も
適
切
な
も
の

を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
　
自
分
を
生
ん
だ
父
母
よ
り
も
、
自
分
の
真
の
理
解
者
で
あ
る
鮑
叔
の
ほ
う
が

偉
大
だ
。

イ
　
父
母
が
自
分
を
生
ん
で
く
れ
た
の
で
、
自
分
を
理
解
し
て
く
れ
る
鮑
叔
と
出

会
え
た
。

ウ
　
自
分
を
生
ん
で
く
れ
た
父
母
と
同
様
に
、
自
分
を
理
解
し
て
く
れ
る
鮑
叔
は

大
切
な
人
だ
。

エ
　
父
母
に
よ
っ
て
こ
の
世
に
生
ま
れ
、
鮑
叔
に
理
解
さ
れ
た
こ
と
で
、
私
は
世

の
中
で
活
躍
で
き
る
の
だ
。

　
ム
　
　
ヲ
　
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
　
ヲ
　
ハ
　
　
　
　
　
ト

　
　
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

　
　
　
　

朝
三
暮
四

故
事
成
語

語
句
・
句
形
を
理
解
し
、
内
容
を
読
み
取
ろ
う

教
科
書

P.114
〜

P.115
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①
　
書
き
下
し
文
に
せ
よ
。

┌�

┐

│�

│

│�

│

└�

┘

②
　
口
語
訳
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

ア
　
私
は
、
燕
が
弱
小
な
国
で
あ
る
た
め
に
、
報
復
す
れ
ば
簡
単
に
滅
ぼ
す
こ
と

が
で
き
る
こ
と
を
十
分
知
っ
て
い
る
。

イ
　
私
は
、
燕
が
領
土
の
小
さ
い
国
で
あ
る
た
め
に
、
斉せ
い

に
報
い
る
だ
け
の
価
値

が
な
い
こ
と
を
十
分
知
っ
て
い
る
。

ウ
　
私
は
、
自
分
の
国
よ
り
燕
の
ほ
う
が
弱
小
で
あ
る
た
め
に
、
討
つ
に
は
物
足

り
な
い
こ
と
を
十
分
知
っ
て
い
る
。

エ
　
私
は
、
自
分
の
国
が
弱
小
で
あ
る
た
め
に
、
斉
に
報
復
す
る
だ
け

　
の
力
が
な
い
こ
と
を
十
分
知
っ
て
い
る
。

【
四
】「
有
以
千
金
使
涓
人
　
求
千
里
馬
者
。」（
131
・
２
）
に
つ
い
て
、
次
の
問

い
に
答
え
よ
。

①
　
書
き
下
し
文
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

ア
　
涓
人
を
し
て
千
金
を
求
め
千
里
の
馬
を
以
て
し
む
る
者
有
り
。

イ
　
千
金
を
以
て
涓
人
を
し
て
千
里
の
馬
を
求
め
し
む
る
者
有
り
。

ウ
　
千
金
を
以
て
涓
人
を
し
て
求
め
千
里
の
馬
を
し
む
る
者
有
り
。

エ
　
涓
人
を
し
て
千
里
の
馬
を
以
て
千
金
を
求
め
し
む
る
者
有
り
。

②
　
口
語
訳
せ
よ
。

┌�

┐

│�

│

│�

│

└�

┘

③
　
こ
の
文
の
「
使
」
と
同
じ
意
味
の
表
現
が
含
ま
れ
て
い
る
文
を
次
の
中
か
ら
一

つ
選
べ
。

ア
　
不

敢

不
　
告
。
　
　
　
　
イ
　
不

若

人

有
　
其

宝
。

ウ
　
召

儒

臣

講

書
。
　
　
　エ
　
松

柏

摧

為

薪
。

　
リ
　
　
テ
　
　
　
　
ヲ
　
　
ム
ル
け
ん
じ
ん
ヲ
シ
テ
　
メ
　
　
　
　
ノ
　
ヲ

　
　
下
　
　
二
　
　
　
　
一
　
　
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
　
　
一
　
　
上

　
　
　
　
　
ヘ
テ
　
　
ン
バ
ア
ラ
　
ゲ

　
　
二
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
カ
　
　
　
ゴ
ト
ニ
　
ス
ル
ニ
ハ
　
ノ
　
　
　
ヲ

　
　
レ
　
　
　
三
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
シ
テ
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
ゼ
シ
ム
　
ヲ

　
　
二
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
レ

　
　
　
　
　
　
　
く
だ
カ
レ
テ
　
ル
　
　
　
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

【
五
】「
先
生
」（
130
・
７
）、「
之こ
れ

」（
131
・
１
）
は
誰
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
か
。
本
文

中
か
ら
抜
き
出
し
て
記
せ
。

先
生［

　
　
　
　］�

之［

　
　
　
　］

【
六
】「
買
死
馬
骨
五
百
金
而
返
。」「
君
怒
。」（
131
・
３
）
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に

答
え
よ
。

①
　「
君
怒
。」
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
を
説
明
せ
よ
。

┌�

┐

│�

│

│�

│

│�

│

└�

┘

②
　「
買
死
馬
骨
五
百
金
而
返
。」
の
行
動
の
理
由
に
あ
た
る
部
分
を
本
文
中
か
ら

白
文
で
抜
き
出
し
、
理
由
を
説
明
せ
よ
。

・
理
由
に
あ
た
る
部
分

┌�

┐

│�

│

│�

│

└�

┘

・
理
由
の
説
明

┌�

┐

│�

│

│�

│

│�

│

└�

┘

【
七
】「
馬
今
至

矣
。」（
131
・
４
）
の
「
矣
」
と
同
じ
働
き
を
も
つ
助
字
が
用
い
ら
れ

て
い
る
文
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
　
朝

聞

道
、
夕

死

可

矣
。

イ
　
何

以

別

乎
。

ウ
　
是

何

楚

人

之

多

也
。

エ
　
夫

子

道

忠

恕

而
　
已
　
矣
。

　
ヒ
テ
　
　
　
ノ
　
ヲ
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
ル

　
　
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
ル

　
　
　
ル

　
ヒ
テ
　
　
　
ノ
　
ヲ
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
ル

　
　
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
ニ
　
ラ
ン
ト

あ
し
た
ニ
　
カ
バ
　
　
ヲ
　
　
　
ベ
ニ
　
　
ス
ト
モ
　
ナ
リ

　
　
　
　
　
　
レ

　
ヲ
　
　
も
つ
テ
　
わ
か
タ
ン

　
レ
　
　
　
ゾ
　
　
そ
　
　
ひ
と
　
　
　
　
　
　
　
キ

ふ
う
　
　
し
ノ
　
　
ハ
　
　
ち
ゆ
う
　
じ
よ
　
　
　
　
の
　
　
　
み

【
八
】「
先
従
隗
始
。
況
賢
於
隗

者
、
豈
遠
　
千
里
哉
。」（
131
・
５
）
に
つ
い
て
、

次
の
問
い
に
答
え
よ
。

①
　「
隗
」
と
「
賢
於
隗

者
」
は
、「
古
之
君
」
で
始
ま
る
郭
隗
の
話
の
中
で
は

何
に
た
と
え
ら
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
ぞ
れ
記
せ
。

隗［

　
　
　
　］�

賢

於

隗

者［

　
　
　
　］

②
　「
先
従
隗
始
。
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
具
体
的
に
説
明
せ
よ
。

┌�
┐

│�
│

│�
│

└�

┘

③
　「
況
賢
於
隗

者
、
豈
遠
　
千
里
哉
。」
を
、
句
形
に
留
意
し
て
口
語
訳
せ

よ
。

┌�

┐

│�

│

│�

│

│�

│

└�

┘

【
九
】「
於

是
士
争
趨

燕
。」（
131
・
７
）
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
最
も
適
切
な

も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
　
周
辺
国
の
兵
士
た
ち
が
、
燕
を
滅
ぼ
そ
う
と
し
て
攻
め
入
っ
て
き
た
と
い
う
こ

と
。

イ
　
戦
い
に
疲
弊
し
た
兵
士
た
ち
が
、
住
み
心
地
の
よ
い
燕
に
移
住
し
て
き
た
と
い

う
こ
と
。

ウ
　
賢
者
た
ち
が
、
燕
の
力
に
な
ろ
う
と
先
を
争
っ
て
燕
に
や
っ
て
き
た
と
い
う
こ

と
。

エ
　
賢
者
た
ち
が
、
隗
を
陥
れ
よ
う
と
し
て
我
先
に
と
燕
に
や
っ
て
き
た
と
い
う
こ

と
。 　

ヅ
　
リ
　
　
　
　
メ
ヨ
　
　
ン
ヤ
　
ナ
ル
　
　
　
ヨ
リ
モ
　
　
　
　
　
ニ
　
シ
ト
セ
ン
　
　
　
ヲ
　
や
ト

　　
　
　
　
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
　
　
一

　
ナ
ル
　
　
　
ヨ
リ
モ

　
　
二
　
　
　
　
一

　
ナ
ル
　
　
　
　
　
　
ヨ
リ
モ

　
　
二
　
　
　
　
　
　
　
一

　
ヅ
　
リ
　
　
　
　
メ
ヨ

　
　
　
　
レ

　
ン
ヤ
　
ナ
ル
　
　
　
ヨ
リ
モ
　
　
　
　
　
ニ
　
シ
ト
セ
ン
　
　
　
ヲ
　
や
ト

　　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
　
　
一

　
イ
テ
こ
こ
ニ
　
　
　
ヒ
テ
お
も
む
ク
　
ニ

　
　
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

Ω50_責了

29KGK_P14-15_seki.indd   15 2016/03/15   19:45

史話　先従隗始─── 14

【
一
】
次
の
語
句
の
本
文
中
で
の
読
み
を
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
で
記
せ
。

①
　
為
　
　（
　
　
　
　
　
ス
）　
　
②
　
以
　
　（
　
　
　
　
　
テ
）

③
　
因
　
　（
　
　
　
　
リ
テ
）　
　
④
　
与
　
　（
　
　
　
　
　
ニ
）

⑤
　
共
　
　（
　
　
　
　
　
ニ
）　
　
⑥
　
雪
　
　（
　
　
　
　
　
グ
）

⑦
　
視
　
　（
　
　
　
　
　
ス
）　
　
⑧
　
事
　
　（
　
　
　
　
フ
ル
）

⑨
　
古
　
　（
　
　
　
　
　
　
）　
　
⑩
　
使
　
　（
　
　
　
　
ム
ル
）

⑪
　
且
　
　（
　
　
　
　
　
ツ
）　
　
⑫
　
況
　
　（
　
　
　
　
ン
ヤ
）

⑬
　
先
　
　（
　
　
　
　
　
ヅ
）　
　
⑭
　
豈
　
　（
　
　
　
　
　
ニ
）

⑮
　
於
　
　（
　
　
　
　
イ
テ
）

【
二
】
次
の
語
句
の
本
文
中
で
の
意
味
を
答
え
よ
。

①
　
卑

辞
　（
130
・
５
）　（�

）

②
　
因
　
　
　（
130
・
５
）　（�

）

③
　
報
　
　
　（
130
・
６
）　（�

）

④
　
誠
　
　
　（
130
・
６
）　（�

）

⑤
　
視
　
　
　（
130
・
７
）　（�
）

⑥
　
得
　
　
　（
131
・
１
）　（�
）

⑦
　
致
　
　
　（
131
・
５
）　（�

）

⑧
　
師
事
　
　（
131
・
６
）　（�

）

【
三
】「
孤
極
知
燕
小

不
足
以
報
。
」（
130
・
６
）
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え

よ
。

　
ス

　
テ

　
リ
テ

　
ニ

　
ニ

　
グ

　
ス

　
フ
ル

　
ム
ル

　
ツ

　
ン
ヤ

　
ヅ

　
ニ

　
イ
テ

ひ
く
ク
ス
　
ヲ

　
　
レ

　
リ
テ

　
ズ
ル

　
ニ

　
ス

　
ン

　
ス

　
　
　
ス

　
　
　
メ
テ
　
ル
　
え
ん
ノ
　
ニ
シ
テ
ざ
ル
ヲ
　
ラ
　
　
テ
　
ズ
ル
ニ

　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
二
　
　
　
　
一

①
　
書
き
下
し
文
に
せ
よ
。

┌�

┐

│�

│

│�

│

└�

┘

②
　
口
語
訳
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

ア
　
私
は
、
燕
が
弱
小
な
国
で
あ
る
た
め
に
、
報
復
す
れ
ば
簡
単
に
滅
ぼ
す
こ
と

が
で
き
る
こ
と
を
十
分
知
っ
て
い
る
。

イ
　
私
は
、
燕
が
領
土
の
小
さ
い
国
で
あ
る
た
め
に
、
斉せ
い

に
報
い
る
だ
け
の
価
値

が
な
い
こ
と
を
十
分
知
っ
て
い
る
。

ウ
　
私
は
、
自
分
の
国
よ
り
燕
の
ほ
う
が
弱
小
で
あ
る
た
め
に
、
討
つ
に
は
物
足

り
な
い
こ
と
を
十
分
知
っ
て
い
る
。

エ
　
私
は
、
自
分
の
国
が
弱
小
で
あ
る
た
め
に
、
斉
に
報
復
す
る
だ
け

　
の
力
が
な
い
こ
と
を
十
分
知
っ
て
い
る
。

【
四
】「
有
以
千
金
使
涓
人
　
求
千
里
馬
者
。」（
131
・
２
）
に
つ
い
て
、
次
の
問

い
に
答
え
よ
。

①
　
書
き
下
し
文
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

ア
　
涓
人
を
し
て
千
金
を
求
め
千
里
の
馬
を
以
て
し
む
る
者
有
り
。

イ
　
千
金
を
以
て
涓
人
を
し
て
千
里
の
馬
を
求
め
し
む
る
者
有
り
。

ウ
　
千
金
を
以
て
涓
人
を
し
て
求
め
千
里
の
馬
を
し
む
る
者
有
り
。

エ
　
涓
人
を
し
て
千
里
の
馬
を
以
て
千
金
を
求
め
し
む
る
者
有
り
。

②
　
口
語
訳
せ
よ
。

┌�

┐

│�

│

│�

│

└�

┘

③
　
こ
の
文
の
「
使
」
と
同
じ
意
味
の
表
現
が
含
ま
れ
て
い
る
文
を
次
の
中
か
ら
一

つ
選
べ
。

ア
　
不

敢

不
　
告
。
　
　
　
　
イ
　
不

若

人

有
　
其

宝
。

ウ
　
召

儒

臣

講

書
。
　
　
　エ
　
松

柏

摧

為

薪
。

　
リ
　
　
テ
　
　
　
　
ヲ
　
　
ム
ル
け
ん
じ
ん
ヲ
シ
テ
　
メ
　
　
　
　
ノ
　
ヲ

　
　
下
　
　
二
　
　
　
　
一
　
　
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
　
　
一
　
　
上

　
　
　
　
　
ヘ
テ
　
　
ン
バ
ア
ラ
　
ゲ

　
　
二
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
カ
　
　
　
ゴ
ト
ニ
　
ス
ル
ニ
ハ
　
ノ
　
　
　
ヲ

　
　
レ
　
　
　
三
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
シ
テ
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
ゼ
シ
ム
　
ヲ

　
　
二
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
レ

　
　
　
　
　
　
　
く
だ
カ
レ
テ
　
ル
　
　
　
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

先
従
隗
始

史
話

教
科
書
P.130
〜
P.131

語
句
・
句
形
を
理
解
し
、
内
容
を
読
み
取
ろ
う

【
五
】「
先
生
」（
130
・
７
）、「
之こ
れ

」（
131
・
１
）
は
誰
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
か
。
本
文

中
か
ら
抜
き
出
し
て
記
せ
。

先
生［

　
　
　
　］�

之［

　
　
　
　］

【
六
】「
買
死
馬
骨
五
百
金
而
返
。」「
君
怒
。」（
131
・
３
）
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に

答
え
よ
。

①
　「
君
怒
。」
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
を
説
明
せ
よ
。

┌�

┐

│�

│

│�

│

│�

│

└�

┘

②
　「
買
死
馬
骨
五
百
金
而
返
。」
の
行
動
の
理
由
に
あ
た
る
部
分
を
本
文
中
か
ら

白
文
で
抜
き
出
し
、
理
由
を
説
明
せ
よ
。

・
理
由
に
あ
た
る
部
分

┌�

┐

│�

│

│�

│

└�

┘

・
理
由
の
説
明

┌�

┐

│�

│

│�

│

│�

│

└�

┘

【
七
】「
馬
今
至

矣
。」（
131
・
４
）
の
「
矣
」
と
同
じ
働
き
を
も
つ
助
字
が
用
い
ら
れ

て
い
る
文
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
　
朝

聞

道
、
夕

死

可

矣
。

イ
　
何

以

別

乎
。

ウ
　
是

何

楚

人

之

多

也
。

エ
　
夫

子

道

忠

恕

而
　
已
　
矣
。

　
ヒ
テ
　
　
　
ノ
　
ヲ
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
ル

　
　
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
ル

　
　
　
ル

　
ヒ
テ
　
　
　
ノ
　
ヲ
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
ル

　
　
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
ニ
　
ラ
ン
ト

あ
し
た
ニ
　
カ
バ
　
　
ヲ
　
　
　
ベ
ニ
　
　
ス
ト
モ
　
ナ
リ

　
　
　
　
　
　
レ

　
ヲ
　
　
も
つ
テ
　
わ
か
タ
ン

　
レ
　
　
　
ゾ
　
　
そ
　
　
ひ
と
　
　
　
　
　
　
　
キ

ふ
う
　
　
し
ノ
　
　
ハ
　
　
ち
ゆ
う
　
じ
よ
　
　
　
　
の
　
　
　
み

【
八
】「
先
従
隗
始
。
況
賢
於
隗

者
、
豈
遠
　
千
里
哉
。」（
131
・
５
）
に
つ
い
て
、

次
の
問
い
に
答
え
よ
。

①
　「
隗
」
と
「
賢
於
隗

者
」
は
、「
古
之
君
」
で
始
ま
る
郭
隗
の
話
の
中
で
は

何
に
た
と
え
ら
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
ぞ
れ
記
せ
。

隗［

　
　
　
　］�

賢

於

隗

者［

　
　
　
　］

②
　「
先
従
隗
始
。
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
具
体
的
に
説
明
せ
よ
。

┌�
┐

│�
│

│�
│

└�
┘

③
　「
況
賢
於
隗

者
、
豈
遠
　
千
里
哉
。」
を
、
句
形
に
留
意
し
て
口
語
訳
せ

よ
。

┌�

┐

│�

│

│�

│

│�

│

└�

┘

【
九
】「
於

是
士
争
趨

燕
。」（
131
・
７
）
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
最
も
適
切
な

も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
　
周
辺
国
の
兵
士
た
ち
が
、
燕
を
滅
ぼ
そ
う
と
し
て
攻
め
入
っ
て
き
た
と
い
う
こ

と
。

イ
　
戦
い
に
疲
弊
し
た
兵
士
た
ち
が
、
住
み
心
地
の
よ
い
燕
に
移
住
し
て
き
た
と
い

う
こ
と
。

ウ
　
賢
者
た
ち
が
、
燕
の
力
に
な
ろ
う
と
先
を
争
っ
て
燕
に
や
っ
て
き
た
と
い
う
こ

と
。

エ
　
賢
者
た
ち
が
、
隗
を
陥
れ
よ
う
と
し
て
我
先
に
と
燕
に
や
っ
て
き
た
と
い
う
こ

と
。 　

ヅ
　
リ
　
　
　
　
メ
ヨ
　
　
ン
ヤ
　
ナ
ル
　
　
　
ヨ
リ
モ
　
　
　
　
　
ニ
　
シ
ト
セ
ン
　
　
　
ヲ
　
や
ト

　　
　
　
　
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
　
　
一

　
ナ
ル
　
　
　
ヨ
リ
モ

　
　
二
　
　
　
　
一

　
ナ
ル
　
　
　
　
　
　
ヨ
リ
モ

　
　
二
　
　
　
　
　
　
　
一

　
ヅ
　
リ
　
　
　
　
メ
ヨ

　
　
　
　
レ

　
ン
ヤ
　
ナ
ル
　
　
　
ヨ
リ
モ
　
　
　
　
　
ニ
　
シ
ト
セ
ン
　
　
　
ヲ
　
や
ト

　　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
　
　
一

　
イ
テ
こ
こ
ニ
　
　
　
ヒ
テ
お
も
む
ク
　
ニ

　
　
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
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【
六
】
①
月
日
　
　
②
道
祖
神

【
七
】
例
股
引
の
破
れ
を
修
繕
し
、
笠
の
ひ
も
を
付
け
替
え
、

三
里
に
灸
を
据
え
、住
ん
で
い
た
草
庵
を
人
に
譲
っ
て
、杉

風
の
別
荘
に
移
り
住
ん
だ
。

【
八
】
ウ

【
九
】
例
ま
た
い
つ
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か

【
十
】
例
過
ぎ
去
っ
て
い
く
春
を
惜
し
む
気
持
ち
と
、
親
し

い
人
々
と
の
別
れ
を
寂
し
く
思
う
気
持
ち
。

【
十
一
】
ウ

【
十
二
】
①
エ
　
　
②
イ

【
十
三
】
⑴
①
宗
祇
　
②
李
白
　
③
西
行
　
④
杜
甫

⑵
旅
・
枯
野

【
解
説
】

【
二
】
⑦
動
詞
「
を
さ
ま
る
」
の
已
然
形
＋
存
続
の
助
動
詞

「
り
」
の
連
体
形
＋
逆
接
の
接
続
助
詞
「
も
の
か
ら
」。
⑧

「
限
り
」
は
「
全
部
・
全
て
」
の
意
。

【
三
】
舟
や
馬
は
当
時
の
主
要
な
旅
の
手
段
で
あ
っ
た
。

【
四
】
①
「
の
」
は
主
格
を
表
す
。「
片
雲
の
風
に
誘
は
れ

て
」
は
後
の
「
漂
泊
」
の
様
子
を
表
現
し
た
も
の
。
②
「
春

立
て
る
」と「
立
て
る
霞
」と
の
掛
詞
に
な
っ
て
い
る
。
こ

の
句
は
、
後
の
「
心
を
狂
は
せ
」
に
か
か
る
。

【
五
】
「
江
上
の
破
屋
」
は
「
川
の
ほ
と
り
の
あ
ば
ら
家
」
の

意
で
、芭
蕉
が
当
時
住
ん
で
い
た
庵
の
こ
と
。「
海
浜
に
さ

す
ら
へ
、」（
79
・
４
）
は
須
磨
や
明
石
な
ど
を
旅
し
た
こ

と
を
表
し
て
お
り
、
長
く
留
守
に
し
て
い
る
間
に
家
は
蜘

蛛
の
巣
だ
ら
け
に
な
り
、
久
し
ぶ
り
に
帰
宅
し
て
そ
れ
を

払
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

【
六
】
本
文
中
の
対
句
的
表
現
は
次
の
と
お
り
。

月
日
は
百
代
の
過
客
に
し
て
、

行
き
か
ふ
年
も
ま
た
旅
人
な
り
。

ぬ
」
と
い
う
状
況
だ
っ
た
の
で
、
豊
か
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。

【
十
】
「
そ
れ
」
は
、
現
代
文
と
同
様
、
直
前
ま
た
は
比
較

的
近
い
前
の
部
分
を
指
す
こ
と
が
多
い
。
こ
こ
で
は

①�

「
も
と
光
る
竹
」（
18
・
３
）
を
見
つ
け
て
不
思
議
に
思

い
、
近
寄
る
。

②
近
寄
っ
て
、
見
る
と
、
竹
の
筒
の
中
が
光
っ
て
い
る
。

③
「
そ
れ
」
を
見
る
と
…
…

と
、
竹
の
細
部
へ
視
線
が
移
動
し
て
い
く
の
で
、「
そ

れ
」
は
、竹
の
「
筒
の
中
」
だ
と
考
え
ら
れ
る
。「
う
つ

く
し
う
」は【
二
】③
で
見
た
よ
う
に「
か
わ
い
ら
し
い
」

と
訳
す
。

【
十
一
】「
養
は
す
」
は
、動
詞
「
養
ふ
」
の
未
然
形
＋
使
役

の
助
動
詞
「
す
」。
ア
は
「
遣
は
す
」、
エ
は
「
お
は
す
」

で
一
語
の
動
詞
。
イ
の
「
す
」
は
動
詞
の
未
然
形
に
接
続

し
て
お
り
、「
～
さ
せ
る
」
の
意
な
の
で
使
役
の
助
動
詞
。

ウ
の
「
す
」
は
、
サ
行
変
格
活
用
動
詞
。

【
か
ぐ
や
姫
の
成
長
】

【
解
答
】

【
一
】
①
あ
し
く
　
　
②
あ
て
な
る

【
二
】
①
容
貌
・
容
姿
　
　
　
②
清
ら
か
で
美
し
い

③
宴
会
を
開
い
て
楽
し
む
　
　
④
盛
大
に

⑤
身
分
が
低
い
　
　
⑥
思
い
悩
む

【
三
】
①
⑴
ク
　
　
　
　
　
　
⑵
連
体

②
⑴
サ
行
変
格
　
　
　
⑵
連
用

③
⑴
ナ
リ
　
　
　
　
　
⑵
連
体

【
四
】
①
ウ
　
　
②
エ
　
　
③
ア

【
五
】
ウ

【
六
】
イ

【
七
】
ウ

【
八
】
⑴
例
貴
な
る
（
と
）
い
や
し
き

⑵
ア

【
九
】
例
ど
う
に
か
し
て
こ
の
か
ぐ
や
姫
を
手
に
入
れ
た
い

も
の
だ
、
妻
に
し
た
い
も
の
だ

【
十
】
エ

【
解
説
】

【
一
】
①
も
の
の
良
し
悪
し
を
表
す
言
葉
と
し
て
は
、
評
価

の
高
い
ほ
う
か
ら
「
よ
し
・
よ
ろ
し
・
わ
ろ
し
・
あ
し
」

が
あ
る
。

【
二
】
①
顔
か
た
ち
の
こ
と
。
③
管
弦
を
楽
し
む
意
で
使
わ

れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
こ
で
は
「
よ
ろ
づ
の
遊
び
」
を

し
た
と
あ
る
。
⑤
「
貴
な
る
」
と
対
比
さ
れ
て
い
る
。
⑥

ま
だ
見
ぬ
か
ぐ
や
姫
に
恋
い
焦
が
れ
て
心
乱
れ
る
の
で
あ

る
。

【
三
】
①
形
容
詞
で
、基
本
形
は
「
よ
し
」。
②
「
す
る
」
の

意
で
、基
本
形
は
「
す
」。
③
形
容
動
詞
の
活
用
の
種
類
は
、

ナ
リ
活
用
と
タ
リ
活
用
の
二
種
類
。

【
四
】
①
「
～
な
い
」
の
意
。
②
「
～
さ
せ
る
」
の
意
。
使

役
の
助
動
詞
に
は
「
す
」
と
「
さ
す
」
が
あ
る
が
、
前
者

は
未
然
形
が
ア
段
音
に
な
る
四
段
・
ナ
変
・
ラ
変
活
用
の

動
詞
に
、
後
者
は
そ
れ
以
外
の
動
詞
に
接
続
す
る
。

【
五
】
「
よ
き
ほ
ど
」
と
は
、背
丈
が
一
人
前
ぐ
ら
い
で
あ
る

こ
と
。
直
前
の
「
す
く
す
く
と
大
き
に
な
り
ま
さ
る
」
も

あ
わ
せ
て
考
え
る
。

【
六
】
こ
の
文
は
、「
こ
の
児
の
か
た
ち
」
を
説
明
し
た
も
の

で
あ
る
。
清
ら
か
で
美
し
い
か
ぐ
や
姫
の
容
姿
が
、
周
囲

を
明
る
く
照
ら
し
て
い
る
。

【
七
】
「
翁
、竹
を
取
る
こ
と
久
し
く
な
り
ぬ
。
勢
ひ
猛
の
者

に
な
り
に
け
り
。」（
20
・
12
）
と
あ
り
、
黄
金
が
入
っ
た

竹
を
長
期
間
取
っ
た
の
で
、
富
豪
に
な
り
、
勢
力
の
あ
る

【
か
ぐ
や
姫
の
生
い
立
ち
】

【
解
答
】

【
一
】
①
お
き
な
　
　
②
め
　
　
③
お
う
な

【
二
】
①
さ
ま
ざ
ま
　
　
　
　
　
②
不
思
議
に
思
う

③
か
わ
い
ら
し
い
　
　
　
④
し
だ
い
に

【
三
】
①
⑴
ゐ
る
　
　
　
⑵
ワ
行
上
一
段
　
　
⑶
連
用

②
⑴
お
は
す
　
　
⑵
サ
行
変
格
　
　
　
⑶
連
体

③
⑴
く
　
　
　
　
⑵
カ
行
変
格
　
　
　
⑶
連
用

【
四
】
①
エ
　
　
②
ウ
　
　
③
オ
　
　
④
イ
　
　
⑤
ア

【
五
】
例
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
の
連
体
形
「
な
る
」
に
、

推
量
の
助
動
詞
「
め
り
」
の
終
止
形
が
接
続
し
た
「
な
る

め
り
」
の
撥
音
便
「
な
ん
め
り
」
の
「
ん
」
を
表
記
し
な

い
形
。

【
六
】
さ
ぬ
き
の
造

【
七
】
竹
の
中
に
お
は
す
る
・
手
に
う
ち
入
れ
て
・
籠
に
入

れ
て
養
ふ
（
順
不
同
）

【
八
】
⑴
エ

⑵�

例
自
分
が
朝
晩
目
に
し
て
い
る
竹
の
中
に
い
た
か

ら
。

【
九
】
イ

【
十
】
例
根
も
と
が
光
っ
て
い
る
筒
の
中
を
見
る
と
、
三
寸

ほ
ど
の
大
き
さ
の
人
が
、
た
い
そ
う
か
わ
い
ら
し
い
様
子

で
座
っ
て
い
た
。

【
十
一
】
イ

【
解
説
】

【
一
】
③
時
代
と
と
も
に
「
お
み
な
」
→
「
お
む
な
」
→
「
お

う
な
」
と
音
が
変
化
し
た
。

【
二
】
③
形
容
詞
「
う
つ
く
し
」
の
連
用
形
「
う
つ
く
し
く
」

者
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

【
八
】
⑴�

身
分
の
違
い
で
分
け
隔
て
を
し
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。

⑵�

一
人
前
と
な
っ
た
か
ぐ
や
姫
の
結
婚
相
手
を
探
す

目
的
が
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

【
九
】
「
し
が
な
」
は
自
己
の
願
望
を
表
す
終
助
詞
。「
い
か

で
」
は
願
望
表
現
と
呼
応
し
て
「
ど
う
に
か
し
て
」
と
い

う
意
味
を
表
す
。
動
詞
「
見
る
」
は
、
こ
こ
で
は
男
性
が

女
性
を
妻
と
す
る
こ
と
を
表
す
。

【
十
】
接
続
助
詞
「
ば
」
の
用
法
を
捉
え
る
。

未
然
形
＋
ば
　
→
仮
定
条
件
（
も
し
～
な
ら
ば
）
…
ウ

已
然
形
＋
ば
　
　
・
偶
然
条
件
（
～
と
）
…
イ

　
→
確
定
条
件
　
・
原
因
・
理
由
（
～
の
で
）
…
ア

　
　
　
　
　
　
　
・
恒
常
条
件
（
～
と
い
つ
も
）
…
エ

―
―
線
部
は
エ
と
同
じ
で
、
恒
常
条
件
を
表
す
。

【
旅
立
ち
】

【
解
答
】

【
一
】
①
は
く
た
い
の
か
か
く
　
　
②
こ
ぞ
　
　
③
い
お
り

【
二
】
①
永
遠
の
旅
人
　
　
②
や
が
て

③
～
と
す
ぐ
に
　
　
④
時
節
　
　
⑤
三
月
二
十
七
日

⑥
ぼ
ん
や
り
と
　
　
⑦
う
す
ら
い
で
い
る
け
れ
ど
も

⑧
親
し
い
人
々
の
全
て

【
三
】
船
頭
や
馬
方

【
四
】
①�

例
ち
ぎ
れ
雲
が
風
に
誘
わ
れ
て
流
れ
て
い
く
よ
う

に

　
　
　
②�

例
春
に
な
り
霞
が
生
じ
て
い
る
空
を
見
て
い
る
う

ち
に

【
五
】
ア

が
ウ
音
便
化
し
た
も
の
。

【
三
】
②
漢
字
で
書
く
と
「
御
座
す
」。
こ
こ
で
は
「
あ
り
・

を
り
」
の
尊
敬
語
。「
お
は
す
る
（
こ
と
）
に
て
知
り
ぬ
」

と
後
に
体
言
を
補
え
る
。

【
四
】
②
「
～
て
い
る
」
の
意
で
、
あ
る
状
態
が
続
い
て
い

る
こ
と
を
表
す
。
③
「
～
で
あ
る
」
の
意
。
④
「
な
め
り
」

は
「
な
る
め
り
」
が
変
化
し
た
形
。
断
定
の
助
動
詞
「
な

り
」
＋
推
量
の
助
動
詞
「
め
り
」。

【
五
】
ラ
変
型
に
活
用
す
る
語
の
連
体
形
（「
あ
る
」「
な
る
」

な
ど
）
に
、
推
量
の
助
動
詞
「
め
り
」「
べ
し
」
や
、
伝

聞
・
推
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
が
続
く
と
き
、
撥
音
便
化

し
て
「
あ
ん
め
り
」「
な
ん
め
り
」
な
ど
と
発
音
す
る
。
表

記
す
る
と
き
に
は
「
ん
」
は
書
か
ず
に
「
あ
め
り
」「
な
め

り
」
な
ど
と
な
る
場
合
が
あ
る
。（「
ｎ
」
の
音
を
表
す
仮

名
が
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
る
。）

【
六
】
翁
の
仕
事
に
つ
い
て
説
明
し
た
あ
と
に
、「
名
を
ば
、」

（
18
・
２
）
と
、
名
前
を
あ
げ
て
い
る
。

【
七
】
「
三
寸
」
は
約
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

「
竹
の
中
に
お
は
す
る
」（
18
・
５
）
こ
と
が
で
き
、「
手
に

う
ち
入
れ
て
、
家
へ
持
ち
て
来
ぬ
」（
18
・
６
）
と
い
う
こ

と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。「
籠
に
入
れ
て
養
ふ
」（
18
・
７
）

の
も
や
は
り
小
さ
い
た
め
で
あ
る
。

【
八
】
直
前
に
理
由
を
表
す
格
助
詞
「
に
て
」
が
あ
る
。
翁

は
野
山
で
竹
を
取
る
こ
と
を
仕
事
と
し
て
い
る
の
で
、
竹

は
朝
晩
（
毎
日
、
常
に
）
目
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の

竹
の
中
に
い
た
の
で
、
自
分
が
発
見
し
た
。
だ
か
ら
、
自

分
の
子
に
な
る
の
が
必
然
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

【
九
】
直
前
に
「
か
く
て
」
と
あ
り
、
前
に
書
か
れ
て
い
る

こ
と
が
理
由
で
翁
が
豊
か
に
な
っ
た
の
だ
と
わ
か
る
。「
よ

ご
と
に
、
黄
金
あ
る
竹
」
を
見
つ
け
る
こ
と
が
「
重
な
り

紀
行

奧
の
細
道

P.5
〜
P.9
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【
六
】
①
月
日
　
　
②
道
祖
神

【
七
】
例
股
引
の
破
れ
を
修
繕
し
、
笠
の
ひ
も
を
付
け
替
え
、

三
里
に
灸
を
据
え
、住
ん
で
い
た
草
庵
を
人
に
譲
っ
て
、杉

風
の
別
荘
に
移
り
住
ん
だ
。

【
八
】
ウ

【
九
】
例
ま
た
い
つ
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か

【
十
】
例
過
ぎ
去
っ
て
い
く
春
を
惜
し
む
気
持
ち
と
、
親
し

い
人
々
と
の
別
れ
を
寂
し
く
思
う
気
持
ち
。

【
十
一
】
ウ

【
十
二
】
①
エ
　
　
②
イ

【
十
三
】
⑴
①
宗
祇
　
②
李
白
　
③
西
行
　
④
杜
甫

⑵
旅
・
枯
野

【
解
説
】

【
二
】
⑦
動
詞
「
を
さ
ま
る
」
の
已
然
形
＋
存
続
の
助
動
詞

「
り
」
の
連
体
形
＋
逆
接
の
接
続
助
詞
「
も
の
か
ら
」。
⑧

「
限
り
」
は
「
全
部
・
全
て
」
の
意
。

【
三
】
舟
や
馬
は
当
時
の
主
要
な
旅
の
手
段
で
あ
っ
た
。

【
四
】
①
「
の
」
は
主
格
を
表
す
。「
片
雲
の
風
に
誘
は
れ

て
」
は
後
の
「
漂
泊
」
の
様
子
を
表
現
し
た
も
の
。
②
「
春

立
て
る
」と「
立
て
る
霞
」と
の
掛
詞
に
な
っ
て
い
る
。
こ

の
句
は
、
後
の
「
心
を
狂
は
せ
」
に
か
か
る
。

【
五
】
「
江
上
の
破
屋
」
は
「
川
の
ほ
と
り
の
あ
ば
ら
家
」
の

意
で
、芭
蕉
が
当
時
住
ん
で
い
た
庵
の
こ
と
。「
海
浜
に
さ

す
ら
へ
、」（
79
・
４
）
は
須
磨
や
明
石
な
ど
を
旅
し
た
こ

と
を
表
し
て
お
り
、
長
く
留
守
に
し
て
い
る
間
に
家
は
蜘

蛛
の
巣
だ
ら
け
に
な
り
、
久
し
ぶ
り
に
帰
宅
し
て
そ
れ
を

払
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

【
六
】
本
文
中
の
対
句
的
表
現
は
次
の
と
お
り
。

月
日
は
百
代
の
過
客
に
し
て
、

行
き
か
ふ
年
も
ま
た
旅
人
な
り
。

ぬ
」
と
い
う
状
況
だ
っ
た
の
で
、
豊
か
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。

【
十
】
「
そ
れ
」
は
、
現
代
文
と
同
様
、
直
前
ま
た
は
比
較

的
近
い
前
の
部
分
を
指
す
こ
と
が
多
い
。
こ
こ
で
は

①�

「
も
と
光
る
竹
」（
18
・
３
）
を
見
つ
け
て
不
思
議
に
思

い
、
近
寄
る
。

②
近
寄
っ
て
、
見
る
と
、
竹
の
筒
の
中
が
光
っ
て
い
る
。

③
「
そ
れ
」
を
見
る
と
…
…

と
、
竹
の
細
部
へ
視
線
が
移
動
し
て
い
く
の
で
、「
そ

れ
」
は
、竹
の
「
筒
の
中
」
だ
と
考
え
ら
れ
る
。「
う
つ

く
し
う
」は【
二
】③
で
見
た
よ
う
に「
か
わ
い
ら
し
い
」

と
訳
す
。

【
十
一
】「
養
は
す
」
は
、動
詞
「
養
ふ
」
の
未
然
形
＋
使
役

の
助
動
詞
「
す
」。
ア
は
「
遣
は
す
」、
エ
は
「
お
は
す
」

で
一
語
の
動
詞
。
イ
の
「
す
」
は
動
詞
の
未
然
形
に
接
続

し
て
お
り
、「
～
さ
せ
る
」
の
意
な
の
で
使
役
の
助
動
詞
。

ウ
の
「
す
」
は
、
サ
行
変
格
活
用
動
詞
。

【
か
ぐ
や
姫
の
成
長
】

【
解
答
】

【
一
】
①
あ
し
く
　
　
②
あ
て
な
る

【
二
】
①
容
貌
・
容
姿
　
　
　
②
清
ら
か
で
美
し
い

③
宴
会
を
開
い
て
楽
し
む
　
　
④
盛
大
に

⑤
身
分
が
低
い
　
　
⑥
思
い
悩
む

【
三
】
①
⑴
ク
　
　
　
　
　
　
⑵
連
体

②
⑴
サ
行
変
格
　
　
　
⑵
連
用

③
⑴
ナ
リ
　
　
　
　
　
⑵
連
体

【
四
】
①
ウ
　
　
②
エ
　
　
③
ア

【
五
】
ウ

【
六
】
イ

【
七
】
ウ

【
八
】
⑴
例
貴
な
る
（
と
）
い
や
し
き

⑵
ア

【
九
】
例
ど
う
に
か
し
て
こ
の
か
ぐ
や
姫
を
手
に
入
れ
た
い

も
の
だ
、
妻
に
し
た
い
も
の
だ

【
十
】
エ

【
解
説
】

【
一
】
①
も
の
の
良
し
悪
し
を
表
す
言
葉
と
し
て
は
、
評
価

の
高
い
ほ
う
か
ら
「
よ
し
・
よ
ろ
し
・
わ
ろ
し
・
あ
し
」

が
あ
る
。

【
二
】
①
顔
か
た
ち
の
こ
と
。
③
管
弦
を
楽
し
む
意
で
使
わ

れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
こ
で
は
「
よ
ろ
づ
の
遊
び
」
を

し
た
と
あ
る
。
⑤
「
貴
な
る
」
と
対
比
さ
れ
て
い
る
。
⑥

ま
だ
見
ぬ
か
ぐ
や
姫
に
恋
い
焦
が
れ
て
心
乱
れ
る
の
で
あ

る
。

【
三
】
①
形
容
詞
で
、基
本
形
は
「
よ
し
」。
②
「
す
る
」
の

意
で
、基
本
形
は
「
す
」。
③
形
容
動
詞
の
活
用
の
種
類
は
、

ナ
リ
活
用
と
タ
リ
活
用
の
二
種
類
。

【
四
】
①
「
～
な
い
」
の
意
。
②
「
～
さ
せ
る
」
の
意
。
使

役
の
助
動
詞
に
は
「
す
」
と
「
さ
す
」
が
あ
る
が
、
前
者

は
未
然
形
が
ア
段
音
に
な
る
四
段
・
ナ
変
・
ラ
変
活
用
の

動
詞
に
、
後
者
は
そ
れ
以
外
の
動
詞
に
接
続
す
る
。

【
五
】
「
よ
き
ほ
ど
」
と
は
、背
丈
が
一
人
前
ぐ
ら
い
で
あ
る

こ
と
。
直
前
の
「
す
く
す
く
と
大
き
に
な
り
ま
さ
る
」
も

あ
わ
せ
て
考
え
る
。

【
六
】
こ
の
文
は
、「
こ
の
児
の
か
た
ち
」
を
説
明
し
た
も
の

で
あ
る
。
清
ら
か
で
美
し
い
か
ぐ
や
姫
の
容
姿
が
、
周
囲

を
明
る
く
照
ら
し
て
い
る
。

【
七
】
「
翁
、竹
を
取
る
こ
と
久
し
く
な
り
ぬ
。
勢
ひ
猛
の
者

に
な
り
に
け
り
。」（
20
・
12
）
と
あ
り
、
黄
金
が
入
っ
た

竹
を
長
期
間
取
っ
た
の
で
、
富
豪
に
な
り
、
勢
力
の
あ
る

【
か
ぐ
や
姫
の
生
い
立
ち
】

【
解
答
】

【
一
】
①
お
き
な
　
　
②
め
　
　
③
お
う
な

【
二
】
①
さ
ま
ざ
ま
　
　
　
　
　
②
不
思
議
に
思
う

③
か
わ
い
ら
し
い
　
　
　
④
し
だ
い
に

【
三
】
①
⑴
ゐ
る
　
　
　
⑵
ワ
行
上
一
段
　
　
⑶
連
用

②
⑴
お
は
す
　
　
⑵
サ
行
変
格
　
　
　
⑶
連
体

③
⑴
く
　
　
　
　
⑵
カ
行
変
格
　
　
　
⑶
連
用

【
四
】
①
エ
　
　
②
ウ
　
　
③
オ
　
　
④
イ
　
　
⑤
ア

【
五
】
例
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
の
連
体
形
「
な
る
」
に
、

推
量
の
助
動
詞
「
め
り
」
の
終
止
形
が
接
続
し
た
「
な
る

め
り
」
の
撥
音
便
「
な
ん
め
り
」
の
「
ん
」
を
表
記
し
な

い
形
。

【
六
】
さ
ぬ
き
の
造

【
七
】
竹
の
中
に
お
は
す
る
・
手
に
う
ち
入
れ
て
・
籠
に
入

れ
て
養
ふ
（
順
不
同
）

【
八
】
⑴
エ

⑵�

例
自
分
が
朝
晩
目
に
し
て
い
る
竹
の
中
に
い
た
か

ら
。

【
九
】
イ

【
十
】
例
根
も
と
が
光
っ
て
い
る
筒
の
中
を
見
る
と
、
三
寸

ほ
ど
の
大
き
さ
の
人
が
、
た
い
そ
う
か
わ
い
ら
し
い
様
子

で
座
っ
て
い
た
。

【
十
一
】
イ

【
解
説
】

【
一
】
③
時
代
と
と
も
に
「
お
み
な
」
→
「
お
む
な
」
→
「
お

う
な
」
と
音
が
変
化
し
た
。

【
二
】
③
形
容
詞
「
う
つ
く
し
」
の
連
用
形
「
う
つ
く
し
く
」

者
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

【
八
】
⑴�

身
分
の
違
い
で
分
け
隔
て
を
し
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。

⑵�

一
人
前
と
な
っ
た
か
ぐ
や
姫
の
結
婚
相
手
を
探
す

目
的
が
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

【
九
】
「
し
が
な
」
は
自
己
の
願
望
を
表
す
終
助
詞
。「
い
か

で
」
は
願
望
表
現
と
呼
応
し
て
「
ど
う
に
か
し
て
」
と
い

う
意
味
を
表
す
。
動
詞
「
見
る
」
は
、
こ
こ
で
は
男
性
が

女
性
を
妻
と
す
る
こ
と
を
表
す
。

【
十
】
接
続
助
詞
「
ば
」
の
用
法
を
捉
え
る
。

未
然
形
＋
ば
　
→
仮
定
条
件
（
も
し
～
な
ら
ば
）
…
ウ

已
然
形
＋
ば
　
　
・
偶
然
条
件
（
～
と
）
…
イ

　
→
確
定
条
件
　
・
原
因
・
理
由
（
～
の
で
）
…
ア

　
　
　
　
　
　
　
・
恒
常
条
件
（
～
と
い
つ
も
）
…
エ

―
―
線
部
は
エ
と
同
じ
で
、
恒
常
条
件
を
表
す
。

【
旅
立
ち
】

【
解
答
】

【
一
】
①
は
く
た
い
の
か
か
く
　
　
②
こ
ぞ
　
　
③
い
お
り

【
二
】
①
永
遠
の
旅
人
　
　
②
や
が
て

③
～
と
す
ぐ
に
　
　
④
時
節
　
　
⑤
三
月
二
十
七
日

⑥
ぼ
ん
や
り
と
　
　
⑦
う
す
ら
い
で
い
る
け
れ
ど
も

⑧
親
し
い
人
々
の
全
て

【
三
】
船
頭
や
馬
方

【
四
】
①�

例
ち
ぎ
れ
雲
が
風
に
誘
わ
れ
て
流
れ
て
い
く
よ
う

に

　
　
　
②�

例
春
に
な
り
霞
が
生
じ
て
い
る
空
を
見
て
い
る
う

ち
に

【
五
】
ア

が
ウ
音
便
化
し
た
も
の
。

【
三
】
②
漢
字
で
書
く
と
「
御
座
す
」。
こ
こ
で
は
「
あ
り
・

を
り
」
の
尊
敬
語
。「
お
は
す
る
（
こ
と
）
に
て
知
り
ぬ
」

と
後
に
体
言
を
補
え
る
。

【
四
】
②
「
～
て
い
る
」
の
意
で
、
あ
る
状
態
が
続
い
て
い

る
こ
と
を
表
す
。
③
「
～
で
あ
る
」
の
意
。
④
「
な
め
り
」

は
「
な
る
め
り
」
が
変
化
し
た
形
。
断
定
の
助
動
詞
「
な

り
」
＋
推
量
の
助
動
詞
「
め
り
」。

【
五
】
ラ
変
型
に
活
用
す
る
語
の
連
体
形
（「
あ
る
」「
な
る
」

な
ど
）
に
、
推
量
の
助
動
詞
「
め
り
」「
べ
し
」
や
、
伝

聞
・
推
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
が
続
く
と
き
、
撥
音
便
化

し
て
「
あ
ん
め
り
」「
な
ん
め
り
」
な
ど
と
発
音
す
る
。
表

記
す
る
と
き
に
は
「
ん
」
は
書
か
ず
に
「
あ
め
り
」「
な
め

り
」
な
ど
と
な
る
場
合
が
あ
る
。（「
ｎ
」
の
音
を
表
す
仮

名
が
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
る
。）

【
六
】
翁
の
仕
事
に
つ
い
て
説
明
し
た
あ
と
に
、「
名
を
ば
、」

（
18
・
２
）
と
、
名
前
を
あ
げ
て
い
る
。

【
七
】
「
三
寸
」
は
約
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

「
竹
の
中
に
お
は
す
る
」（
18
・
５
）
こ
と
が
で
き
、「
手
に

う
ち
入
れ
て
、
家
へ
持
ち
て
来
ぬ
」（
18
・
６
）
と
い
う
こ

と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。「
籠
に
入
れ
て
養
ふ
」（
18
・
７
）

の
も
や
は
り
小
さ
い
た
め
で
あ
る
。

【
八
】
直
前
に
理
由
を
表
す
格
助
詞
「
に
て
」
が
あ
る
。
翁

は
野
山
で
竹
を
取
る
こ
と
を
仕
事
と
し
て
い
る
の
で
、
竹

は
朝
晩
（
毎
日
、
常
に
）
目
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の

竹
の
中
に
い
た
の
で
、
自
分
が
発
見
し
た
。
だ
か
ら
、
自

分
の
子
に
な
る
の
が
必
然
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

【
九
】
直
前
に
「
か
く
て
」
と
あ
り
、
前
に
書
か
れ
て
い
る

こ
と
が
理
由
で
翁
が
豊
か
に
な
っ
た
の
だ
と
わ
か
る
。「
よ

ご
と
に
、
黄
金
あ
る
竹
」
を
見
つ
け
る
こ
と
が
「
重
な
り
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「
な
り
」（
こ
こ
で
は
連
用
形
で
「
に
」
と
な
っ
て
い
る
）

が
あ
と
に
続
い
て
い
る
の
で
、
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
の

連
体
形
。
②
ラ
行
変
格
活
用
の
動
詞
「
侍
り
」
の
連
用
形

に
接
続
し
て
お
り
、
文
を
言
い
切
っ
て
い
る
の
で
、
完
了

の
助
動
詞
「
ぬ
」
の
終
止
形
。
③
体
言
「
名
」
に
接
続
し

て
お
り
、
終
止
形
お
よ
び
ラ
変
型
活
用
語
の
連
体
形
に
接

続
す
る
当
然
の
助
動
詞
「
べ
し
」
が
あ
と
に
続
い
て
い
る

の
で
、
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
の
連
体
形
。
な
お
、
こ

う
し
た
文
法
的
な
判
断
を
行
う
と
同
時
に
、
①
「
知
ら
な

い
」
②
「
貸
し
た
」
③
「
名
で
あ
る
」
と
訳
し
て
意
味
が

通
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

【
三
】
ア
・
イ
・
ウ
は
主
格
、
エ
は
連
体
修
飾
を
表
す
。

【
四
】
「
嘆
く
」
は
「
嘆
願
す
る
」
の
意
、「
寄
る
」
は
「
近

寄
る
」
の
意
。
道
を
尋
ね
た
だ
け
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

「
そ
こ
に
野
飼
ひ
の
馬
あ
り
。」（
82
・
６
）
と
、
ま
ず
馬
に

目
を
留
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
馬
を
借
り
る
こ
と
が
念
頭

に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

【
五
】
⑴
「
べ
き
」
は
、
こ
こ
で
は
適
当
の
意
。

⑵
「
い
か
が
す
べ
き
や
」
と
芭
蕉
た
ち
の
身
に
な
っ

て
親
身
に
考
え
て
い
る
の
で
、
ア
・
ウ
は
不
適
。

「
さ
れ
ど
も
」
と
い
う
逆
接
の
接
続
詞
に
続
け
て
、

道
に
迷
う
こ
と
を
心
配
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え

る
。

【
七
】
男
が
、「
う
ひ
う
ひ
し
き
旅
人
の
道
踏
み
違
へ
ん
」
こ

と
を
考
え
て
、「
あ
や
し
」
と
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

【
八
】
「
小
姫
に
て
」
は
「
小
さ
な
女
の
子
で
あ
っ
て
」
と

い
う
意
で
、「
に
て
」
は
、
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
の
連

用
形
＋
接
続
助
詞「
て
」。
エ
も
こ
れ
に
同
じ
。
ア
は
手
段

を
表
す
格
助
詞
「
に
て
」。
イ
は
時
間
を
表
す
格
助
詞
「
に

て
」。
ウ
は
形
容
動
詞
「
ま
こ
と
な
り
」
の
連
用
形
活
用
語

舟
の
上
に
生
涯
を
浮
か
べ
、

馬
の
口
を
と
ら
へ
て
老
い
を
迎
ふ
る

そ
ぞ
ろ
神
の
も
の
に
つ
き
て
心
を
狂
は
せ
、

道
祖
神
の
招
き
に
あ
ひ
て
取
る
も
の
手
に
つ
か
ず
、

【
七
】
「
白
河
の
関
越
え
ん
と
、」（
79
・
５
）、「
松
島
の
月

ま
づ
心
に
か
か
り
て
、」（
80
・
１
）
の
後
に
着
目
。

【
八
】
草
庵
を
出
て
い
く
際
に
詠
ま
れ
た
句
で
あ
る
。「
草
の

戸
」
は
自
分
が
一
人
で
住
ん
で
い
た
粗
末
な
草
庵
を
表
す
。

一
方
「
雛
の
家
」
は
、
こ
の
家
が
新
し
い
住
人
を
迎
え
た

後
の
様
子
を
想
像
し
た
も
の
。

【
九
】
直
前
の
「
上
野
・
谷
中
の
花
の
梢
、」
と
の
つ
な
が
り

を
ふ
ま
え
、「
ま
た
い
つ
か
は
」
の
後
に
「
見
ん
」
な
ど
の

語
を
補
う
。「
か
は
」
は
疑
問
を
表
す
係
助
詞
。

【
十
】
「
行
く
春
」
に
は
、「
過
ぎ
去
る
春
」
の
意
と
、「
自

分
が
旅
立
っ
て
い
く
春
」の
意
と
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。春

を
惜
し
み
、
人
々
と
の
別
れ
を
惜
し
ん
で
流
す
自
ら
の
涙

を
、
鳥
や
魚
に
託
し
て
表
現
し
て
い
る
。

【
十
一
】
旅
へ
の
あ
こ
が
れ
や
期
待
が
感
じ
ら
れ
る
前
半
に

対
し
、
後
半
は
「
心
細
し
。」「
胸
に
ふ
さ
が
り
て
、」「
離

別
の
涙
」
な
ど
惜
別
の
感
情
が
目
立
つ
。
ア
の
「
客
観
的

に
描
写
」、
イ
の
「
旅
を
決
め
る
に
至
っ
た
経
緯
」「
重
層

的
」、
エ
の
「
価
値
観
」「
旅
の
目
的
」
な
ど
は
不
適
切
。

【
十
二
】
①
は
ハ
行
下
二
段
活
用
動
詞
「
迎
ふ
」
の
連
体
形

「
迎
ふ
る
」
の
一
部
。
②
は
完
了
（
存
続
）
の
助
動
詞
「
り
」

の
連
体
形
。
ア
は
自
発
の
助
動
詞
「
る
」
で
、
未
然
形
接

続
。
イ
は
②
と
同
じ
。
ウ
は
形
容
詞
「
は
か
な
し
」
の
連

体
形
「
は
か
な
か
る
」
の
一
部
。
エ
は
ヤ
行
下
二
段
活
用

動
詞
「
思
ほ
ゆ
」
の
連
体
形
「
思
ほ
ゆ
る
」
の
一
部
。
動

詞
の
一
部
と
い
う
こ
と
で
、
①
と
同
じ
。
オ
は
尊
敬
の
助

動
詞
「
る
」
の
連
体
形
「
る
る
」
の
一
部
。

【
十
三
】
⑴
宗
祇
は
室
町
・
安
土
桃
山
時
代
の
連
歌
師
、
西

行
は
平
安
時
代
後
期
の
歌
人
、
李
白
と
杜
甫
は
中
国
盛
唐

の
詩
人
。
本
文
冒
頭
の
「
月
日
は
百
代
の
過
客
に
し
て
、」

は
②
の
表
現
を
ふ
ま
え
た
も
の
。
④
は
杜
甫
の
「
絶
句
」

の
一
節
。

【
那
須
野
】

【
解
答
】

【
一
】
①
目
当
て
に
す
る
　
　
②
そ
う
は
い
っ
て
も
や
は
り

　
　
　
③
優
雅
で
あ
る
　
　
④
そ
の
う
ち
に

【
二
】
①
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
の
連
体
形

②
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の
終
止
形

③
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
の
連
体
形

【
三
】
エ

【
四
】
例
野
を
抜
け
て
行
き
た
い
の
で
、
放
し
飼
い
に
さ
れ

て
い
る
馬
を
貸
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
。

【
五
】
⑴
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。
　
⑵
イ

【
六
】
例
慣
れ
な
い
旅
人
は
道
を
間
違
え
て
し
ま
う
で
し
ょ

う
。

【
七
】
ウ

【
八
】
エ

【
解
説
】

【
一
】
②
「
さ
す
が
に
」
は
副
詞
で
、
前
の
事
柄
を
受
け
て
、

そ
こ
か
ら
予
想
さ
れ
る
事
と
は
矛
盾
す
る
事
柄
を
述
べ
る

場
合
に
用
い
る
。
④
「
や
が
て
」
は
時
間
的
な
隔
た
り
が

な
い
こ
と
を
表
す
語
だ
が
、
近
世
以
降
は
あ
る
程
度
の
時

間
の
経
過
を
表
す
よ
う
に
も
な
っ
た
。
こ
こ
は
、
し
ば
ら

く
馬
を
走
ら
せ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
。

【
二
】
①
ラ
行
四
段
活
用
動
詞
「
知
る
」
の
未
然
形
に
接
続

し
て
お
り
、
体
言
・
連
体
形
に
接
続
す
る
断
定
の
助
動
詞

者
は
、
奥
州
へ
の
旅
路
に
思
い
を
は
せ
る
な
か
で

こ
の
歌
に
共
感
を
も
っ
て
い
る
。し
た
が
っ
て
、ア

「
悲
嘆
」
エ
「
絶
望
」
と
い
っ
た
激
し
い
負
の
感
情

は
適
切
と
は
い
え
な
い
。

⑶
歌
を
引
用
し
た
直
後
に
「
理
な
り
」
と
自
身
の
感

想
を
述
べ
て
い
る
。「
理
な
り
」
と
は
、も
っ
と
も

な
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
。

【
六
】
「
秋
風
」
と
「
紅
葉
」、「
耳
に
残
し
」
と
「
面
影
に

し
て
」
が
対
応
す
る
表
現
と
し
て
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
一

方
は
聴
覚
的
に
、
も
う
一
方
は
視
覚
的
に
、
古
人
が
見
た

白
河
の
関
の
情
景
を
表
現
し
て
い
る
。

【
七
】
実
際
の
季
節
は
夏
な
の
で
、
雪
の
よ
う
に
見
え
る
白

い
も
の
は
何
か
と
考
え
る
。

【
八
】
⑴
切
れ
字
は
「
や
」「
か
な
」
な
ど
が
あ
り
、余
韻
を

残
す
・
強
調
す
る
・
リ
ズ
ム
を
生
み
出
す
な
ど
の

効
果
が
あ
る
。

⑵
昔
の
人
た
ち
は
、
白
河
の
関
所
を
越
え
る
と
き
に

は
「
冠
を
正
し
衣
装
を
改
め
」（
84
・
５
）
と
い
わ

れ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
た
句
。
自
分
は
晴
れ
着

な
ど
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
の
で
、
せ
め
て
卯

の
花
を
か
ざ
し
に
し
て
代
わ
り
と
し
よ
う
と
い
う

の
で
あ
る
。「
か
ざ
し
」
と
は
、正
装
し
た
際
に
冠

に
季
節
の
花
や
造
花
を
挿
し
て
飾
り
と
す
る
も
の
。

【
九
】
「
～
と
ぞ
。」
は
、引
用
を
表
す
格
助
詞
「
と
」
に
強

意
の
係
助
詞
「
ぞ
」
が
つ
い
た
形
。
係
助
詞
「
ぞ
」
が
あ

る
の
で
、
下
に
は
連
体
形
の
述
語
が
く
る
は
ず
だ
が
、
こ

こ
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
形
の
場
合
、
省
略
さ
れ

て
い
る
の
は
「
言
ふ
」「
聞
く
」
な
ど
で
あ
る
。

【
立
石
寺
】

尾
＋
接
続
助
詞
「
て
」。

【
白
河
】

【
解
答
】

【
一
】
①
待
ち
遠
し
い
・
も
ど
か
し
い
　
　
②
つ
て

③
詩
文
を
作
り
楽
し
む
人

【
二
】
イ

【
三
】
夏

【
四
】
イ

【
五
】
⑴
例
何
と
か
し
て
都
へ
知
ら
せ
た
い

⑵
ウ
・
オ
　
　
⑶
理
な
り

【
六
】
対
句

【
七
】
卯
の
花
・
茨
の
花

【
八
】
⑴
切
れ
字

⑵
例
道
ば
た
に
咲
い
て
い
る
卯
の
花
を
か
ざ
し
に
し

て
、
関
越
え
に
あ
た
っ
て
の
晴
れ
着
と
し
よ
う
。

【
九
】
例
強
意
の
係
助
詞
「
ぞ
」
の
結
び
の
語
が
省
略
さ
れ

て
い
る
。

【
解
説
】

【
一
】
①
形
容
詞
「
心
も
と
な
し
」
の
連
体
形
。「
心
も
と
な

し
」
は
、
㋐
も
ど
か
し
い
・
待
ち
遠
し
い
、
㋑
不
安
だ
・

気
が
か
り
だ
、
㋒
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
と
い
う
意
味
が
あ

る
。
こ
こ
で
は
な
か
な
か
目
的
に
た
ど
り
着
か
な
い
日
々

の
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
の
で
、
㋐
の
意
味
で
あ
る
。
②

「
便
り
」
は
、
よ
り
ど
こ
ろ
・
手
段
・
つ
て
・
手
紙
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
意
味
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
都
へ
伝
え
る
つ

て
（
縁
故
、特
別
な
つ
な
が
り
）
と
い
っ
た
意
味
。
③
「
風

騒
」
は
、
㋐
詩
作
や
作
文
、
㋑
詩
文
を
楽
し
む
風
流
と
い

う
意
味
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
～
の
人
」
に
続
い
て
い
る

の
で
、
㋑
の
意
味
で
あ
る
。

【
二
】
ア
は
マ
行
下
二
段
動
詞
「
求
む
」
の
連
用
形
に
接
続

し
て
い
る
。
ウ
は
マ
行
下
二
段
動
詞
「
改
む
」
の
連
用
形

に
接
続
し
て
い
る
。
エ
は
尊
敬
の
助
動
詞
「
る
」
の
連
用

形
に
接
続
し
て
い
る
。
三
つ
と
も
連
用
形
に
接
続
し
て
い

る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
し
」
の
下
に
は
、「（
も
）
理
」

「
こ
と
」「
と
（
＝
引
用
を
表
す
格
助
詞
）」
と
、体
言
に
接

続
す
る
語
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
し
」
自
体
は
連
体
形

で
あ
る
。
以
上
か
ら
、
ア
・
ウ
・
エ
は
過
去
の
助
動
詞

「
き
」
の
連
体
形
。
イ
は
、上
の
「
残
」
と
単
語
と
し
て
切

り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
サ
行
四
段
動
詞
「
残
す
」
の

連
用
形
活
用
語
尾
で
あ
る
。

【
三
】
「
秋
風
」「
紅
葉
」
は
、和
歌
に
詠
ま
れ
た
作
者
の
想

像
の
情
景
で
あ
る
。
作
者
の
目
の
前
に
広
が
る
風
景
に
は

「
青
葉
」「
卯
の
花
」「
茨
の
花
」
な
ど
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

夏
だ
と
判
断
す
る
。

【
四
】
白
河
の
関
へ
到
着
す
る
ま
で
の
作
者
が
「
心
も
と
な

き
」（
84
・
１
）
心
境
で
あ
っ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
考
え
る
。

白
河
の
関
へ
到
着
し
、
古
人
の
歌
に
思
い
を
は
せ
る
こ
と

で
、「
旅
心
（
＝
旅
に
ひ
た
る
気
持
ち
）」
が
定
ま
っ
た
の

で
あ
る
。

【
五
】
⑴
「
い
か
で
」
は
「
何
と
か
し
て
」
と
い
う
意
味
の

副
詞
。「
便
り
あ
ら
ば
い
か
で
都
へ
告
げ
や
ら
む
今

日
白
河
の
関
は
越
え
ぬ
と
」
と
い
う
歌
の
一
部
分

で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
、「
伝
え
た
い
」
と
い
う
述

語
を
補
う
。

⑵
こ
の
歌
に
は
、
①
白
河
の
関
を
越
え
た
と
い
う
こ

と
、
②
そ
の
こ
と
を
何
と
か
し
て
都
へ
伝
え
た
い

と
い
う
こ
と
、の
二
つ
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
イ「
自

然
の
美
し
さ
」
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
ま

た
、
次
の
⑶
で
見
る
よ
う
に
、「
奥
の
細
道
」
の
作
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「
な
り
」（
こ
こ
で
は
連
用
形
で
「
に
」
と
な
っ
て
い
る
）

が
あ
と
に
続
い
て
い
る
の
で
、
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
の

連
体
形
。
②
ラ
行
変
格
活
用
の
動
詞
「
侍
り
」
の
連
用
形

に
接
続
し
て
お
り
、
文
を
言
い
切
っ
て
い
る
の
で
、
完
了

の
助
動
詞
「
ぬ
」
の
終
止
形
。
③
体
言
「
名
」
に
接
続
し

て
お
り
、
終
止
形
お
よ
び
ラ
変
型
活
用
語
の
連
体
形
に
接

続
す
る
当
然
の
助
動
詞
「
べ
し
」
が
あ
と
に
続
い
て
い
る

の
で
、
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
の
連
体
形
。
な
お
、
こ

う
し
た
文
法
的
な
判
断
を
行
う
と
同
時
に
、
①
「
知
ら
な

い
」
②
「
貸
し
た
」
③
「
名
で
あ
る
」
と
訳
し
て
意
味
が

通
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

【
三
】
ア
・
イ
・
ウ
は
主
格
、
エ
は
連
体
修
飾
を
表
す
。

【
四
】
「
嘆
く
」
は
「
嘆
願
す
る
」
の
意
、「
寄
る
」
は
「
近

寄
る
」
の
意
。
道
を
尋
ね
た
だ
け
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

「
そ
こ
に
野
飼
ひ
の
馬
あ
り
。」（
82
・
６
）
と
、
ま
ず
馬
に

目
を
留
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
馬
を
借
り
る
こ
と
が
念
頭

に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

【
五
】
⑴
「
べ
き
」
は
、
こ
こ
で
は
適
当
の
意
。

⑵
「
い
か
が
す
べ
き
や
」
と
芭
蕉
た
ち
の
身
に
な
っ

て
親
身
に
考
え
て
い
る
の
で
、
ア
・
ウ
は
不
適
。

「
さ
れ
ど
も
」
と
い
う
逆
接
の
接
続
詞
に
続
け
て
、

道
に
迷
う
こ
と
を
心
配
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え

る
。

【
七
】
男
が
、「
う
ひ
う
ひ
し
き
旅
人
の
道
踏
み
違
へ
ん
」
こ

と
を
考
え
て
、「
あ
や
し
」
と
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

【
八
】
「
小
姫
に
て
」
は
「
小
さ
な
女
の
子
で
あ
っ
て
」
と

い
う
意
で
、「
に
て
」
は
、
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
の
連

用
形
＋
接
続
助
詞「
て
」。
エ
も
こ
れ
に
同
じ
。
ア
は
手
段

を
表
す
格
助
詞
「
に
て
」。
イ
は
時
間
を
表
す
格
助
詞
「
に

て
」。
ウ
は
形
容
動
詞
「
ま
こ
と
な
り
」
の
連
用
形
活
用
語

舟
の
上
に
生
涯
を
浮
か
べ
、

馬
の
口
を
と
ら
へ
て
老
い
を
迎
ふ
る

そ
ぞ
ろ
神
の
も
の
に
つ
き
て
心
を
狂
は
せ
、

道
祖
神
の
招
き
に
あ
ひ
て
取
る
も
の
手
に
つ
か
ず
、

【
七
】
「
白
河
の
関
越
え
ん
と
、」（
79
・
５
）、「
松
島
の
月

ま
づ
心
に
か
か
り
て
、」（
80
・
１
）
の
後
に
着
目
。

【
八
】
草
庵
を
出
て
い
く
際
に
詠
ま
れ
た
句
で
あ
る
。「
草
の

戸
」
は
自
分
が
一
人
で
住
ん
で
い
た
粗
末
な
草
庵
を
表
す
。

一
方
「
雛
の
家
」
は
、
こ
の
家
が
新
し
い
住
人
を
迎
え
た

後
の
様
子
を
想
像
し
た
も
の
。

【
九
】
直
前
の
「
上
野
・
谷
中
の
花
の
梢
、」
と
の
つ
な
が
り

を
ふ
ま
え
、「
ま
た
い
つ
か
は
」
の
後
に
「
見
ん
」
な
ど
の

語
を
補
う
。「
か
は
」
は
疑
問
を
表
す
係
助
詞
。

【
十
】
「
行
く
春
」
に
は
、「
過
ぎ
去
る
春
」
の
意
と
、「
自

分
が
旅
立
っ
て
い
く
春
」の
意
と
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。春

を
惜
し
み
、
人
々
と
の
別
れ
を
惜
し
ん
で
流
す
自
ら
の
涙

を
、
鳥
や
魚
に
託
し
て
表
現
し
て
い
る
。

【
十
一
】
旅
へ
の
あ
こ
が
れ
や
期
待
が
感
じ
ら
れ
る
前
半
に

対
し
、
後
半
は
「
心
細
し
。」「
胸
に
ふ
さ
が
り
て
、」「
離

別
の
涙
」
な
ど
惜
別
の
感
情
が
目
立
つ
。
ア
の
「
客
観
的

に
描
写
」、
イ
の
「
旅
を
決
め
る
に
至
っ
た
経
緯
」「
重
層

的
」、
エ
の
「
価
値
観
」「
旅
の
目
的
」
な
ど
は
不
適
切
。

【
十
二
】
①
は
ハ
行
下
二
段
活
用
動
詞
「
迎
ふ
」
の
連
体
形

「
迎
ふ
る
」
の
一
部
。
②
は
完
了
（
存
続
）
の
助
動
詞
「
り
」

の
連
体
形
。
ア
は
自
発
の
助
動
詞
「
る
」
で
、
未
然
形
接

続
。
イ
は
②
と
同
じ
。
ウ
は
形
容
詞
「
は
か
な
し
」
の
連

体
形
「
は
か
な
か
る
」
の
一
部
。
エ
は
ヤ
行
下
二
段
活
用

動
詞
「
思
ほ
ゆ
」
の
連
体
形
「
思
ほ
ゆ
る
」
の
一
部
。
動

詞
の
一
部
と
い
う
こ
と
で
、
①
と
同
じ
。
オ
は
尊
敬
の
助

動
詞
「
る
」
の
連
体
形
「
る
る
」
の
一
部
。

【
十
三
】
⑴
宗
祇
は
室
町
・
安
土
桃
山
時
代
の
連
歌
師
、
西

行
は
平
安
時
代
後
期
の
歌
人
、
李
白
と
杜
甫
は
中
国
盛
唐

の
詩
人
。
本
文
冒
頭
の
「
月
日
は
百
代
の
過
客
に
し
て
、」

は
②
の
表
現
を
ふ
ま
え
た
も
の
。
④
は
杜
甫
の
「
絶
句
」

の
一
節
。

【
那
須
野
】

【
解
答
】

【
一
】
①
目
当
て
に
す
る
　
　
②
そ
う
は
い
っ
て
も
や
は
り

　
　
　
③
優
雅
で
あ
る
　
　
④
そ
の
う
ち
に

【
二
】
①
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
の
連
体
形

②
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の
終
止
形

③
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
の
連
体
形

【
三
】
エ

【
四
】
例
野
を
抜
け
て
行
き
た
い
の
で
、
放
し
飼
い
に
さ
れ

て
い
る
馬
を
貸
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
。

【
五
】
⑴
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。
　
⑵
イ

【
六
】
例
慣
れ
な
い
旅
人
は
道
を
間
違
え
て
し
ま
う
で
し
ょ

う
。

【
七
】
ウ

【
八
】
エ

【
解
説
】

【
一
】
②
「
さ
す
が
に
」
は
副
詞
で
、
前
の
事
柄
を
受
け
て
、

そ
こ
か
ら
予
想
さ
れ
る
事
と
は
矛
盾
す
る
事
柄
を
述
べ
る

場
合
に
用
い
る
。
④
「
や
が
て
」
は
時
間
的
な
隔
た
り
が

な
い
こ
と
を
表
す
語
だ
が
、
近
世
以
降
は
あ
る
程
度
の
時

間
の
経
過
を
表
す
よ
う
に
も
な
っ
た
。
こ
こ
は
、
し
ば
ら

く
馬
を
走
ら
せ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
。

【
二
】
①
ラ
行
四
段
活
用
動
詞
「
知
る
」
の
未
然
形
に
接
続

し
て
お
り
、
体
言
・
連
体
形
に
接
続
す
る
断
定
の
助
動
詞

者
は
、
奥
州
へ
の
旅
路
に
思
い
を
は
せ
る
な
か
で

こ
の
歌
に
共
感
を
も
っ
て
い
る
。し
た
が
っ
て
、ア

「
悲
嘆
」
エ
「
絶
望
」
と
い
っ
た
激
し
い
負
の
感
情

は
適
切
と
は
い
え
な
い
。

⑶
歌
を
引
用
し
た
直
後
に
「
理
な
り
」
と
自
身
の
感

想
を
述
べ
て
い
る
。「
理
な
り
」
と
は
、も
っ
と
も

な
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
。

【
六
】
「
秋
風
」
と
「
紅
葉
」、「
耳
に
残
し
」
と
「
面
影
に

し
て
」
が
対
応
す
る
表
現
と
し
て
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
一

方
は
聴
覚
的
に
、
も
う
一
方
は
視
覚
的
に
、
古
人
が
見
た

白
河
の
関
の
情
景
を
表
現
し
て
い
る
。

【
七
】
実
際
の
季
節
は
夏
な
の
で
、
雪
の
よ
う
に
見
え
る
白

い
も
の
は
何
か
と
考
え
る
。

【
八
】
⑴
切
れ
字
は
「
や
」「
か
な
」
な
ど
が
あ
り
、余
韻
を

残
す
・
強
調
す
る
・
リ
ズ
ム
を
生
み
出
す
な
ど
の

効
果
が
あ
る
。

⑵
昔
の
人
た
ち
は
、
白
河
の
関
所
を
越
え
る
と
き
に

は
「
冠
を
正
し
衣
装
を
改
め
」（
84
・
５
）
と
い
わ

れ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
た
句
。
自
分
は
晴
れ
着

な
ど
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
の
で
、
せ
め
て
卯

の
花
を
か
ざ
し
に
し
て
代
わ
り
と
し
よ
う
と
い
う

の
で
あ
る
。「
か
ざ
し
」
と
は
、正
装
し
た
際
に
冠

に
季
節
の
花
や
造
花
を
挿
し
て
飾
り
と
す
る
も
の
。

【
九
】
「
～
と
ぞ
。」
は
、引
用
を
表
す
格
助
詞
「
と
」
に
強

意
の
係
助
詞
「
ぞ
」
が
つ
い
た
形
。
係
助
詞
「
ぞ
」
が
あ

る
の
で
、
下
に
は
連
体
形
の
述
語
が
く
る
は
ず
だ
が
、
こ

こ
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
形
の
場
合
、
省
略
さ
れ

て
い
る
の
は
「
言
ふ
」「
聞
く
」
な
ど
で
あ
る
。

【
立
石
寺
】

尾
＋
接
続
助
詞
「
て
」。

【
白
河
】

【
解
答
】

【
一
】
①
待
ち
遠
し
い
・
も
ど
か
し
い
　
　
②
つ
て

③
詩
文
を
作
り
楽
し
む
人

【
二
】
イ

【
三
】
夏

【
四
】
イ

【
五
】
⑴
例
何
と
か
し
て
都
へ
知
ら
せ
た
い

⑵
ウ
・
オ
　
　
⑶
理
な
り

【
六
】
対
句

【
七
】
卯
の
花
・
茨
の
花

【
八
】
⑴
切
れ
字

⑵
例
道
ば
た
に
咲
い
て
い
る
卯
の
花
を
か
ざ
し
に
し

て
、
関
越
え
に
あ
た
っ
て
の
晴
れ
着
と
し
よ
う
。

【
九
】
例
強
意
の
係
助
詞
「
ぞ
」
の
結
び
の
語
が
省
略
さ
れ

て
い
る
。

【
解
説
】

【
一
】
①
形
容
詞
「
心
も
と
な
し
」
の
連
体
形
。「
心
も
と
な

し
」
は
、
㋐
も
ど
か
し
い
・
待
ち
遠
し
い
、
㋑
不
安
だ
・

気
が
か
り
だ
、
㋒
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
と
い
う
意
味
が
あ

る
。
こ
こ
で
は
な
か
な
か
目
的
に
た
ど
り
着
か
な
い
日
々

の
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
の
で
、
㋐
の
意
味
で
あ
る
。
②

「
便
り
」
は
、
よ
り
ど
こ
ろ
・
手
段
・
つ
て
・
手
紙
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
意
味
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
都
へ
伝
え
る
つ

て
（
縁
故
、特
別
な
つ
な
が
り
）
と
い
っ
た
意
味
。
③
「
風

騒
」
は
、
㋐
詩
作
や
作
文
、
㋑
詩
文
を
楽
し
む
風
流
と
い

う
意
味
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
～
の
人
」
に
続
い
て
い
る

の
で
、
㋑
の
意
味
で
あ
る
。

【
二
】
ア
は
マ
行
下
二
段
動
詞
「
求
む
」
の
連
用
形
に
接
続

し
て
い
る
。
ウ
は
マ
行
下
二
段
動
詞
「
改
む
」
の
連
用
形

に
接
続
し
て
い
る
。
エ
は
尊
敬
の
助
動
詞
「
る
」
の
連
用

形
に
接
続
し
て
い
る
。
三
つ
と
も
連
用
形
に
接
続
し
て
い

る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
し
」
の
下
に
は
、「（
も
）
理
」

「
こ
と
」「
と
（
＝
引
用
を
表
す
格
助
詞
）」
と
、体
言
に
接

続
す
る
語
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
し
」
自
体
は
連
体
形

で
あ
る
。
以
上
か
ら
、
ア
・
ウ
・
エ
は
過
去
の
助
動
詞

「
き
」
の
連
体
形
。
イ
は
、上
の
「
残
」
と
単
語
と
し
て
切

り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
サ
行
四
段
動
詞
「
残
す
」
の

連
用
形
活
用
語
尾
で
あ
る
。

【
三
】
「
秋
風
」「
紅
葉
」
は
、和
歌
に
詠
ま
れ
た
作
者
の
想

像
の
情
景
で
あ
る
。
作
者
の
目
の
前
に
広
が
る
風
景
に
は

「
青
葉
」「
卯
の
花
」「
茨
の
花
」
な
ど
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

夏
だ
と
判
断
す
る
。

【
四
】
白
河
の
関
へ
到
着
す
る
ま
で
の
作
者
が
「
心
も
と
な

き
」（
84
・
１
）
心
境
で
あ
っ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
考
え
る
。

白
河
の
関
へ
到
着
し
、
古
人
の
歌
に
思
い
を
は
せ
る
こ
と

で
、「
旅
心
（
＝
旅
に
ひ
た
る
気
持
ち
）」
が
定
ま
っ
た
の

で
あ
る
。

【
五
】
⑴
「
い
か
で
」
は
「
何
と
か
し
て
」
と
い
う
意
味
の

副
詞
。「
便
り
あ
ら
ば
い
か
で
都
へ
告
げ
や
ら
む
今

日
白
河
の
関
は
越
え
ぬ
と
」
と
い
う
歌
の
一
部
分

で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
、「
伝
え
た
い
」
と
い
う
述

語
を
補
う
。

⑵
こ
の
歌
に
は
、
①
白
河
の
関
を
越
え
た
と
い
う
こ

と
、
②
そ
の
こ
と
を
何
と
か
し
て
都
へ
伝
え
た
い

と
い
う
こ
と
、の
二
つ
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
イ「
自

然
の
美
し
さ
」
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
ま

た
、
次
の
⑶
で
見
る
よ
う
に
、「
奥
の
細
道
」
の
作
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る
」
と
い
う
意
味
を
表
す
。
再
読
文
字
は
、
は
じ
め
に
返

り
点
の
な
い
状
態
で
の
語
順
で
読
み
、
次
に
返
り
点
に
従

っ
て
返
っ
て
き
て
読
む
。
ま
た
、
漢
字
仮
名
交
じ
り
で
書

き
下
し
文
に
す
る
場
合
は
、
は
じ
め
は
漢
字
と
送
り
仮
名

で
「
将
に
」、次
は
平
仮
名
で
「
す
」
と
書
く
。
　
②
直
前

の
「
俄
　
　
而
匱
焉
。」
か
ら
考
え
る
。「
匱
」
し
く
な
っ

た
の
は
食
料
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
狙
公
は
、
自
分
の
家

族
の
食
料
を
減
ら
し
て
狙
の
食
欲
を
満
た
す
ほ
ど
狙
を
か

わ
い
が
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
間
に
合
わ
な
く
な
る
ほ

ど
の
食
料
不
足
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
狙
の
食
料
を

減
ら
す
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

【
六
】
②
直
前
の
「
恐
衆
狙
之
不
馴
於
己
也
」
の
内
容

を
捉
え
る
。
狙
公
は
、
狙
に
与
え
る
食
料
の
量
を
減
ら
そ

う
と
考
え
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
狙
た
ち
が
狙
公
に
な
つ

か
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
た
の
で
あ
る
。

【
七
】
ま
ず
、「
与
　
若
芧
」
は
、「
お
ま
え
た
ち
に
と
ち

の
実
を
や
る
の
に
」
と
い
う
意
味
な
の
で
、
イ
と
ウ
は
適

切
で
は
な
い
。
次
に
、「
朝
」
は
「
あ
し
た
」
と
読
む
が
、

こ
こ
で
は
「
暮
」
と
対
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
明

日
」
で
は
な
く
「
朝
」
の
意
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
エ
が

最
も
適
切
。
な
お
、
文
末
の
「
乎
」
は
疑
問
を
表
す
。
否

定
を
表
す
語
は
な
い
の
で
、
イ
や
ウ
の
「
足
り
な
い
か
」

と
い
う
意
味
に
は
な
ら
な
い
。

【
八
】
狙
公
は
、
実
際
に
や
る
と
ち
の
実
の
数
を
変
え
る
こ

と
な
く
、
朝
と
夕
方
に
や
る
数
を
入
れ
か
え
た
だ
け
で
狙

を
納
得
さ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
る
。
狙
は
、
は

じ
め
に
「
朝
は
三
つ
」、
と
言
わ
れ
、
次
に
「
朝
は
四
つ
」

と
言
わ
れ
、
目
先
の
数
に
惑
わ
さ
れ
て
喜
ん
で
い
る
。
結

果
的
に
一
日
に
も
ら
え
る
と
ち
の
実
の
数
は
変
わ
ら
な
い

こ
と
に
気
づ
か
ず
、
ま
ん
ま
と
だ
ま
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

に
は
カ
ニ
シ
テ
　
　
と
ぼ
シ　

ル
ル
　
　
　
　
　
　
ざ
ル
ヲ
　な
レ
　
　
　
ニ
　
　
や

　
　
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
一

　
フ
ル
ニ
　
　
ニ
　
ヲ

　
　
　
　
二
　
　
　
　
一

な
い
。」
と
い
う
反
語
を
表
す
。
②
は
「
初
め
か
ら
準
備
し

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
疑
問
を
表
す
。「
や
・

か
」
は
、
疑
問
に
も
反
語
に
も
な
る
の
で
、
文
脈
か
ら
適

切
な
解
釈
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
三
】
①
副
詞
「
え
」
は
下
に
打
消
の
語
を
伴
っ
て
「
～
で

き
な
い
」
と
い
う
不
可
能
の
意
を
表
す
。
ま
た
、
接
続
助

詞
「
ば
」
が
、
過
去
の
助
動
詞
「
け
り
」
の
已
然
形
に
接

続
し
て
い
る
の
で
、「
～
か
っ
た
の
で
」
と
、
理
由
を
表
す

よ
う
に
訳
す
。

　
②
「
ま
し
」
は
反
実
仮
想
の
助
動
詞
。「
ま
し
か
ば
～
ま

し
」の
形
で
用
い
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。「
も
し
～
な
ら
ば
、

～
だ
っ
た
ろ
う
に
」
と
訳
す
。

【
四
】
①
「
候
ふ
」
は
「
お
仕
え
す
る
」
意
の
謙
譲
語
。
こ

こ
で
は
、中
宮
に
伊
勢
大
輔
が
お
仕
え
し
て
い
る
こ
と
。②

「
承
る
」
は
「
引
き
受
け
る
」
意
の
謙
譲
語
。
動
作
主
は
、

宮
（
＝
中
宮
彰
子
）
の
「
あ
れ
取
れ
。」
と
い
う
命
を
受
け

た
人
物
な
の
で
、伊
勢
大
輔
。
③
「
言
ふ
」
の
尊
敬
語
「
仰

す
」
に
尊
敬
の
助
動
詞
「
ら
る
」
が
つ
い
て
お
り
、
尊
敬

語
。
二
重
に
敬
語
が
用
い
ら
れ
た
最
高
敬
語
の
形
で
あ
る
。

動
作
主
は
直
前
の
発
言
を
し
た
「
上
（
＝
天
皇
）」
で
あ
る
。

文
章
の
内
容
を
読
み
取
ろ
う

�

道
信
の
中
将
が
山
吹
の
花
を
持
っ
て
通
り
が
か
っ
た
と

き
に
女
房
た
ち
が
言
っ
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
。

2

掛
詞
と
は
、
同
音
異
義
語
を
用
い
て
、
一
つ
の
語
に
複

数
の
意
味
を
も
た
せ
る
修
辞
法
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
く

ち
な
し
」
に
「
梔
子
」
と
「
口
無
し
」
を
掛
け
て
、
山
吹

の
花
の
色
と
、
も
の
が
言
え
な
い
と
い
う
意
味
を
表
し
て

い
る
。
掛
詞
が
含
ま
れ
た
歌
の
口
語
訳
は
、
ま
ず
そ
れ
ぞ

れ
の
意
味
で
訳
し
、
そ
の
二
つ
を
つ
な
げ
る
よ
う
に
す
る

と
よ
い
。

3

若
い
女
房
た
ち
が
応
え
ら
れ
ず
に
い
た
の
で
、
宮
が
伊

勢
大
輔
に
応
え
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
道
信
の
中
将
の

「
く
ち
な
し
」
に
合
わ
せ
て
、「
え
も
い
は
ぬ
（
何
と
も
い

え
な
い
・
言
葉
に
な
ら
な
い
）」
と
表
現
し
て
い
る
。

4

「
疾
し
」
は
、
素
早
い
こ
と
。
こ
こ
で
は
、
伊
勢
大
輔

が
「
一
間
が
ほ
ど
を
、
ゐ
ざ
り
出
で
け
る
」（
88
・
６
）
間

に
、
道
信
の
中
将
の
歌
に
上
手
に
応
え
た
こ
と
を
評
し
て

い
る
。

5

最
後
の
段
落
、
特
に
最
後
の
一
文
に
筆
者
の
考
え
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

6

枕
詞
と
序
詞
は
、
ど
ち
ら
も
あ
る
語
句
を
導
く
働
き
が

あ
る
が
、
枕
詞
は
装
飾
的
で
、
そ
れ
自
体
の
意
味
は
薄
い
。

一
方
序
詞
は
、
和
歌
の
意
味
に
も
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

【
解
答
】

【
一
】
①
よ
　
　
②
ま
た
　
　
③
に
は
　
　
④
ま

⑤
あ
た
　
　
⑥
な
ん
ぢ
　
　
⑦
か

【
二
】
①
や
が
て
・
ま
も
な
く
　
　
②
お
ま
え

【
三
】
ア

【
四
】
イ

【
五
】
①
ま
さ
に
そ
の
し
ょ
く
を
か
ぎ
ら
ん
と
す
。

②
ま
も
な
く
食
料
が
乏
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
。

【
六
】
①
だ
ま
し
て
・
欺
い
て
　
　
②
猿
た
ち
が
自
分
に
な

つ
か
な
く
な
る
こ
と
を
心
配
し
た
か
ら
。

【
七
】
エ

【
八
】
狙
公
…
巧
み
な
言
葉
で
人
を
だ
ま
す
こ
と
。

狙
…
目
の
前
の
相
違
や
利
害
に
と
ら
わ
れ
て
、
実
際

は
結
果
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
な
い
こ
と
。

【
解
説
】

【
解
答
】

【
一
】
①
寺
を
開
く
こ
と
　
　
②
清
ら
か
で
静
か
な
様
子
　

　
　
③
す
ば
ら
し
い
景
観
で
ひ
っ
そ
り
と
静
か
な
様
子

【
二
】
①
マ
行
下
二
段
　
　
②
ヤ
行
上
二
段

　
　
　
③
サ
行
変
格

【
三
】
尾
花
沢
か
ら
立
石
寺
ま
で
の
間

【
四
】
約
二
十
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

【
五
】
岸
を
巡
り
、
岩
を
は
ひ
て
、

【
六
】
イ

【
解
説
】

【
二
】
①
終
止
形
は
「
勧
む
」。
②
終
止
形
は
「
老
ゆ
」。
活

用
の
行
に
注
意
。
③
拝
む
こ
と
を
意
味
す
る
「
拝
」
に

「
す
」
が
つ
い
た
複
合
動
詞
。

【
四
】
一
里
は
約
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
。

【
六
】
「
閑
か
さ
」
と
「
蟬
の
声
」
と
い
う
一
見
矛
盾
す
る

内
容
が
融
合
し
て
い
る
の
が
こ
の
句
の
特
徴
で
あ
る
。

【
解
答
】

語
句
・
文
法
を
理
解
し
よ
う

【
一
】
①
例
前
も
っ
て
準
備
す
る
　
　
②
例
恥
を
か
く
よ
う

だ
・
体
裁
が
悪
い
　
　
③
例
中
途
半
端
に

【
二
】
①
あ
る
・
ウ
　
　
②
け
む
・
ア
　
　
③
け
れ
・
イ

　

④
け
る
・
イ

【
三
】
①
例
手
に
取
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
た
の
で

②
例
も
し
伊
勢
大
輔
が
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
恥
と

な
る
よ
う
な
こ
と
だ
っ
た
な
あ

【
四
】
①
謙
譲
語
・
伊
勢
大
輔
　
　
②
謙
譲
語
・
伊
勢
大
輔 

③
尊
敬
語
・
上

文
章
の
内
容
を
読
み
取
ろ
う

【
一
】
①
は
可
能
を
表
し
、「
～
で
き
る
」
と
訳
す
。
不
可
能

を
表
す
と
き
に
は
「
不
能
（
あ
た
は
ず
）」
と
、
読
み
方

が
変
わ
る
。
②
は
「
～
も
同
様
に
。」
の
意
。「
又
」
も
同

じ
読
み
方
だ
が
、「
そ
の
上
。」
と
い
う
添
加
の
意
味
に
な

る
。
⑤
は
、こ
こ
で
は
「
あ
た
え
る
」
の
意
。「
与
」
は
こ

の
ほ
か
に
、「
と
も
ニ
」「
く
み
ス
」
な
ど
と
も
読
み
、
さ

ま
ざ
ま
な
意
味
を
表
す
。
⑥
は
二
人
称
の
代
名
詞
で
、「
あ

な
た
・
お
前
」
と
訳
す
。
漢
文
で
は
こ
の
字
を
「
若
い
」

と
い
う
意
味
で
は
用
い
な
い
。
⑦
は
、
こ
こ
で
は
疑
問
を

表
し
、「
～
か
」
と
訳
す
。

【
二
】
①
直
後
の
置
き
字
「
而
」
が
「
俄
カ
ニ
シ
テ
」
の
「
シ

テ
」
に
あ
た
り
、
順
接
の
働
き
を
し
て
い
る
。
②【
一
】⑥

で
見
た
よ
う
に
、
二
人
称
の
代
名
詞
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

狙
た
ち
を
指
す
の
で
「
お
ま
え
」
な
ど
と
訳
す
と
よ
い
。

【
三
】
「
得
」
は
本
文
中
で
は
「
理
解
し
て
い
る
。」
の
意
で

あ
り
、「
解
意
」
と
「
得
心
」
は
と
も
に
「
気
持
ち
を
理
解

す
る
。」と
解
釈
す
る
。
狙
公
と
狙
は
お
互
い
の
気
持
ち
を

理
解
し
合
っ
て
い
る
の
で
、
エ
の
「
互
い
に
反
目
し
て
」

は
適
切
で
な
い
。
ま
た
、
両
者
の
関
係
は
、
狙
公
が
狙
た

ち
を
養
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
な
の
で
、
イ
の
「
仲
間
意

識
」
は
適
切
で
な
い
。
さ
ら
に
、
気
持
ち
を
理
解
し
合
っ

て
い
る
こ
と
が
直
ち
に
ウ
の
「
親
子
の
よ
う
な
親
密
な
関

係
」
を
意
味
す
る
と
は
い
え
な
い
。
最
も
適
切
な
の
は
ア

で
あ
る
。

【
四
】
文
末
に
あ
る
「
焉
」
は
強
調
や
断
定
を
表
す
。
置
き

字
と
し
て
扱
う
た
め
、訓
読
す
る
と
き
に
は
読
ま
な
い
。疑

問
や
反
語
を
表
す
「
焉
」
は
文
頭
や
文
中
に
あ
り
、「
い
づ

ク
ン
ゾ
」（
ど
う
し
て
）、「
い
づ
ク
ニ
カ
」（
ど
こ
に
）
と

読
む
。

【
五
】
①
再
読
文
字
「
将
」
は
「
こ
れ
か
ら
～
し
よ
う
と
す

　
　
　
　
ハ

　
　
レ

�

山
吹
の
花

2

⑴
例
「
く
ち
な
し
」
に
、
黄
色
の
染
料
と
な
る
植
物
の

「
梔
子
」
と
、無
言
の
意
の
「
口
無
し
」
が
掛
け
ら
れ

て
い
る
。

⑵
例
こ
の
花
を
、
何
度
も
何
度
も
染
料
に
つ
け
て
、
素

晴
ら
し
い
く
ち
な
し
色
に
染
め
て
し
ま
っ
た
の
で
、

く
ち
な
し
と
言
う
と
お
り
、（
そ
の
素
晴
ら
し
さ
に
）

私
は
も
の
も
言
え
な
い
の
で
す
。

3

⑴
伊
勢
大
輔
　

⑵
例
な
る
ほ
ど
、
こ
れ
は
何
と
も
い
え
な
い
美
し
い
花

の
色
で
す
ね
。

4

ウ

5

⑴
例
そ
の
人
の
天
性
に
応
じ
て
詠
む
こ
と
。

⑵
例
中
途
半
端
に
長
く
考
え
る
と
、
か
え
っ
て
詠
み
ぶ

り
が
悪
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
。

6

①
オ
　
　
②
エ
　
　
③
ウ
　
　
④
ア
　
　
⑤
イ

【
解
説
】

語
句
・
文
法
を
理
解
し
よ
う

【
一
】
①
「
ま
う
く
」
は
、漢
字
で
書
く
と
「
設
く
」。
前
も

っ
て
準
備
す
る
意
。
②
シ
ク
活
用
の
形
容
詞
「
恥
ぢ
が
ま

し
」
の
連
用
形
。
名
詞
の
「
恥
」
に
、接
尾
語
「
が
ま
し
」

が
つ
い
て
形
容
詞
と
な
っ
た
も
の
。
③
ナ
リ
活
用
の
形
容

動
詞
「
な
か
な
か
な
り
」
の
連
用
形
。「
中
途
半
端
だ
」
の

意
。

【
二
】
係
り
結
び
は
、
係
助
詞
が
含
ま
れ
る
一
文
の
文
末
に

あ
る
活
用
語
が
、
そ
の
係
助
詞
を
受
け
て
い
る
と
き
に
成

立
す
る
。
係
り
結
び
が
成
立
し
て
い
る
と
き
、
文
末
の
活

用
語
は
、
係
助
詞
「
ぞ
・
な
む
・
や
・
か
」
に
対
し
て
は

連
体
形
、「
こ
そ
」
に
対
し
て
は
已
然
形
に
な
る
。
①
は

「
な
に
も
し
な
い
で
通
り
過
ぎ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、い
や

故
事
成
語

朝
三
暮
四
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る
」
と
い
う
意
味
を
表
す
。
再
読
文
字
は
、
は
じ
め
に
返

り
点
の
な
い
状
態
で
の
語
順
で
読
み
、
次
に
返
り
点
に
従

っ
て
返
っ
て
き
て
読
む
。
ま
た
、
漢
字
仮
名
交
じ
り
で
書

き
下
し
文
に
す
る
場
合
は
、
は
じ
め
は
漢
字
と
送
り
仮
名

で
「
将
に
」、次
は
平
仮
名
で
「
す
」
と
書
く
。
　
②
直
前

の
「
俄
　
　
而
匱
焉
。」
か
ら
考
え
る
。「
匱
」
し
く
な
っ

た
の
は
食
料
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
狙
公
は
、
自
分
の
家

族
の
食
料
を
減
ら
し
て
狙
の
食
欲
を
満
た
す
ほ
ど
狙
を
か

わ
い
が
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
間
に
合
わ
な
く
な
る
ほ

ど
の
食
料
不
足
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
狙
の
食
料
を

減
ら
す
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

【
六
】
②
直
前
の
「
恐
衆
狙
之
不
馴
於
己
也
」
の
内
容

を
捉
え
る
。
狙
公
は
、
狙
に
与
え
る
食
料
の
量
を
減
ら
そ

う
と
考
え
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
狙
た
ち
が
狙
公
に
な
つ

か
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
た
の
で
あ
る
。

【
七
】
ま
ず
、「
与
　
若
芧
」
は
、「
お
ま
え
た
ち
に
と
ち

の
実
を
や
る
の
に
」
と
い
う
意
味
な
の
で
、
イ
と
ウ
は
適

切
で
は
な
い
。
次
に
、「
朝
」
は
「
あ
し
た
」
と
読
む
が
、

こ
こ
で
は
「
暮
」
と
対
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
明

日
」
で
は
な
く
「
朝
」
の
意
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
エ
が

最
も
適
切
。
な
お
、
文
末
の
「
乎
」
は
疑
問
を
表
す
。
否

定
を
表
す
語
は
な
い
の
で
、
イ
や
ウ
の
「
足
り
な
い
か
」

と
い
う
意
味
に
は
な
ら
な
い
。

【
八
】
狙
公
は
、
実
際
に
や
る
と
ち
の
実
の
数
を
変
え
る
こ

と
な
く
、
朝
と
夕
方
に
や
る
数
を
入
れ
か
え
た
だ
け
で
狙

を
納
得
さ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
る
。
狙
は
、
は

じ
め
に
「
朝
は
三
つ
」、
と
言
わ
れ
、
次
に
「
朝
は
四
つ
」

と
言
わ
れ
、
目
先
の
数
に
惑
わ
さ
れ
て
喜
ん
で
い
る
。
結

果
的
に
一
日
に
も
ら
え
る
と
ち
の
実
の
数
は
変
わ
ら
な
い

こ
と
に
気
づ
か
ず
、
ま
ん
ま
と
だ
ま
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

に
は
カ
ニ
シ
テ
　
　
と
ぼ
シ　

ル
ル
　
　
　
　
　
　
ざ
ル
ヲ
　な
レ
　
　
　
ニ
　
　
や

　
　
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
一

　
フ
ル
ニ
　
　
ニ
　
ヲ

　
　
　
　
二
　
　
　
　
一

な
い
。」
と
い
う
反
語
を
表
す
。
②
は
「
初
め
か
ら
準
備
し

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
疑
問
を
表
す
。「
や
・

か
」
は
、
疑
問
に
も
反
語
に
も
な
る
の
で
、
文
脈
か
ら
適

切
な
解
釈
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
三
】
①
副
詞
「
え
」
は
下
に
打
消
の
語
を
伴
っ
て
「
～
で

き
な
い
」
と
い
う
不
可
能
の
意
を
表
す
。
ま
た
、
接
続
助

詞
「
ば
」
が
、
過
去
の
助
動
詞
「
け
り
」
の
已
然
形
に
接

続
し
て
い
る
の
で
、「
～
か
っ
た
の
で
」
と
、
理
由
を
表
す

よ
う
に
訳
す
。

　
②
「
ま
し
」
は
反
実
仮
想
の
助
動
詞
。「
ま
し
か
ば
～
ま

し
」の
形
で
用
い
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。「
も
し
～
な
ら
ば
、

～
だ
っ
た
ろ
う
に
」
と
訳
す
。

【
四
】
①
「
候
ふ
」
は
「
お
仕
え
す
る
」
意
の
謙
譲
語
。
こ

こ
で
は
、中
宮
に
伊
勢
大
輔
が
お
仕
え
し
て
い
る
こ
と
。②

「
承
る
」
は
「
引
き
受
け
る
」
意
の
謙
譲
語
。
動
作
主
は
、

宮
（
＝
中
宮
彰
子
）
の
「
あ
れ
取
れ
。」
と
い
う
命
を
受
け

た
人
物
な
の
で
、伊
勢
大
輔
。
③
「
言
ふ
」
の
尊
敬
語
「
仰

す
」
に
尊
敬
の
助
動
詞
「
ら
る
」
が
つ
い
て
お
り
、
尊
敬

語
。
二
重
に
敬
語
が
用
い
ら
れ
た
最
高
敬
語
の
形
で
あ
る
。

動
作
主
は
直
前
の
発
言
を
し
た
「
上
（
＝
天
皇
）」
で
あ
る
。

文
章
の
内
容
を
読
み
取
ろ
う

�

道
信
の
中
将
が
山
吹
の
花
を
持
っ
て
通
り
が
か
っ
た
と

き
に
女
房
た
ち
が
言
っ
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
。

2

掛
詞
と
は
、
同
音
異
義
語
を
用
い
て
、
一
つ
の
語
に
複

数
の
意
味
を
も
た
せ
る
修
辞
法
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
く

ち
な
し
」
に
「
梔
子
」
と
「
口
無
し
」
を
掛
け
て
、
山
吹

の
花
の
色
と
、
も
の
が
言
え
な
い
と
い
う
意
味
を
表
し
て

い
る
。
掛
詞
が
含
ま
れ
た
歌
の
口
語
訳
は
、
ま
ず
そ
れ
ぞ

れ
の
意
味
で
訳
し
、
そ
の
二
つ
を
つ
な
げ
る
よ
う
に
す
る

と
よ
い
。

3

若
い
女
房
た
ち
が
応
え
ら
れ
ず
に
い
た
の
で
、
宮
が
伊

勢
大
輔
に
応
え
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
道
信
の
中
将
の

「
く
ち
な
し
」
に
合
わ
せ
て
、「
え
も
い
は
ぬ
（
何
と
も
い

え
な
い
・
言
葉
に
な
ら
な
い
）」
と
表
現
し
て
い
る
。

4

「
疾
し
」
は
、
素
早
い
こ
と
。
こ
こ
で
は
、
伊
勢
大
輔

が
「
一
間
が
ほ
ど
を
、
ゐ
ざ
り
出
で
け
る
」（
88
・
６
）
間

に
、
道
信
の
中
将
の
歌
に
上
手
に
応
え
た
こ
と
を
評
し
て

い
る
。

5

最
後
の
段
落
、
特
に
最
後
の
一
文
に
筆
者
の
考
え
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

6

枕
詞
と
序
詞
は
、
ど
ち
ら
も
あ
る
語
句
を
導
く
働
き
が

あ
る
が
、
枕
詞
は
装
飾
的
で
、
そ
れ
自
体
の
意
味
は
薄
い
。

一
方
序
詞
は
、
和
歌
の
意
味
に
も
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

【
解
答
】

【
一
】
①
よ
　
　
②
ま
た
　
　
③
に
は
　
　
④
ま

⑤
あ
た
　
　
⑥
な
ん
ぢ
　
　
⑦
か

【
二
】
①
や
が
て
・
ま
も
な
く
　
　
②
お
ま
え

【
三
】
ア

【
四
】
イ

【
五
】
①
ま
さ
に
そ
の
し
ょ
く
を
か
ぎ
ら
ん
と
す
。

②
ま
も
な
く
食
料
が
乏
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
。

【
六
】
①
だ
ま
し
て
・
欺
い
て
　
　
②
猿
た
ち
が
自
分
に
な

つ
か
な
く
な
る
こ
と
を
心
配
し
た
か
ら
。

【
七
】
エ

【
八
】
狙
公
…
巧
み
な
言
葉
で
人
を
だ
ま
す
こ
と
。

狙
…
目
の
前
の
相
違
や
利
害
に
と
ら
わ
れ
て
、
実
際

は
結
果
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
な
い
こ
と
。

【
解
説
】

【
解
答
】

【
一
】
①
寺
を
開
く
こ
と
　
　
②
清
ら
か
で
静
か
な
様
子
　

　
　
③
す
ば
ら
し
い
景
観
で
ひ
っ
そ
り
と
静
か
な
様
子

【
二
】
①
マ
行
下
二
段
　
　
②
ヤ
行
上
二
段

　
　
　
③
サ
行
変
格

【
三
】
尾
花
沢
か
ら
立
石
寺
ま
で
の
間

【
四
】
約
二
十
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

【
五
】
岸
を
巡
り
、
岩
を
は
ひ
て
、

【
六
】
イ

【
解
説
】

【
二
】
①
終
止
形
は
「
勧
む
」。
②
終
止
形
は
「
老
ゆ
」。
活

用
の
行
に
注
意
。
③
拝
む
こ
と
を
意
味
す
る
「
拝
」
に

「
す
」
が
つ
い
た
複
合
動
詞
。

【
四
】
一
里
は
約
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
。

【
六
】
「
閑
か
さ
」
と
「
蟬
の
声
」
と
い
う
一
見
矛
盾
す
る

内
容
が
融
合
し
て
い
る
の
が
こ
の
句
の
特
徴
で
あ
る
。

【
解
答
】

語
句
・
文
法
を
理
解
し
よ
う

【
一
】
①
例
前
も
っ
て
準
備
す
る
　
　
②
例
恥
を
か
く
よ
う

だ
・
体
裁
が
悪
い
　
　
③
例
中
途
半
端
に

【
二
】
①
あ
る
・
ウ
　
　
②
け
む
・
ア
　
　
③
け
れ
・
イ

　

④
け
る
・
イ

【
三
】
①
例
手
に
取
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
た
の
で

②
例
も
し
伊
勢
大
輔
が
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
恥
と

な
る
よ
う
な
こ
と
だ
っ
た
な
あ

【
四
】
①
謙
譲
語
・
伊
勢
大
輔
　
　
②
謙
譲
語
・
伊
勢
大
輔 

③
尊
敬
語
・
上

文
章
の
内
容
を
読
み
取
ろ
う

【
一
】
①
は
可
能
を
表
し
、「
～
で
き
る
」
と
訳
す
。
不
可
能

を
表
す
と
き
に
は
「
不
能
（
あ
た
は
ず
）」
と
、
読
み
方

が
変
わ
る
。
②
は
「
～
も
同
様
に
。」
の
意
。「
又
」
も
同

じ
読
み
方
だ
が
、「
そ
の
上
。」
と
い
う
添
加
の
意
味
に
な

る
。
⑤
は
、こ
こ
で
は
「
あ
た
え
る
」
の
意
。「
与
」
は
こ

の
ほ
か
に
、「
と
も
ニ
」「
く
み
ス
」
な
ど
と
も
読
み
、
さ

ま
ざ
ま
な
意
味
を
表
す
。
⑥
は
二
人
称
の
代
名
詞
で
、「
あ

な
た
・
お
前
」
と
訳
す
。
漢
文
で
は
こ
の
字
を
「
若
い
」

と
い
う
意
味
で
は
用
い
な
い
。
⑦
は
、
こ
こ
で
は
疑
問
を

表
し
、「
～
か
」
と
訳
す
。

【
二
】
①
直
後
の
置
き
字
「
而
」
が
「
俄
カ
ニ
シ
テ
」
の
「
シ

テ
」
に
あ
た
り
、
順
接
の
働
き
を
し
て
い
る
。
②【
一
】⑥

で
見
た
よ
う
に
、
二
人
称
の
代
名
詞
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

狙
た
ち
を
指
す
の
で
「
お
ま
え
」
な
ど
と
訳
す
と
よ
い
。

【
三
】
「
得
」
は
本
文
中
で
は
「
理
解
し
て
い
る
。」
の
意
で

あ
り
、「
解
意
」
と
「
得
心
」
は
と
も
に
「
気
持
ち
を
理
解

す
る
。」と
解
釈
す
る
。
狙
公
と
狙
は
お
互
い
の
気
持
ち
を

理
解
し
合
っ
て
い
る
の
で
、
エ
の
「
互
い
に
反
目
し
て
」

は
適
切
で
な
い
。
ま
た
、
両
者
の
関
係
は
、
狙
公
が
狙
た

ち
を
養
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
な
の
で
、
イ
の
「
仲
間
意

識
」
は
適
切
で
な
い
。
さ
ら
に
、
気
持
ち
を
理
解
し
合
っ

て
い
る
こ
と
が
直
ち
に
ウ
の
「
親
子
の
よ
う
な
親
密
な
関

係
」
を
意
味
す
る
と
は
い
え
な
い
。
最
も
適
切
な
の
は
ア

で
あ
る
。

【
四
】
文
末
に
あ
る
「
焉
」
は
強
調
や
断
定
を
表
す
。
置
き

字
と
し
て
扱
う
た
め
、訓
読
す
る
と
き
に
は
読
ま
な
い
。疑

問
や
反
語
を
表
す
「
焉
」
は
文
頭
や
文
中
に
あ
り
、「
い
づ

ク
ン
ゾ
」（
ど
う
し
て
）、「
い
づ
ク
ニ
カ
」（
ど
こ
に
）
と

読
む
。

【
五
】
①
再
読
文
字
「
将
」
は
「
こ
れ
か
ら
～
し
よ
う
と
す

　
　
　
　
ハ

　
　
レ

�

山
吹
の
花

2

⑴
例
「
く
ち
な
し
」
に
、
黄
色
の
染
料
と
な
る
植
物
の

「
梔
子
」
と
、無
言
の
意
の
「
口
無
し
」
が
掛
け
ら
れ

て
い
る
。

⑵
例
こ
の
花
を
、
何
度
も
何
度
も
染
料
に
つ
け
て
、
素

晴
ら
し
い
く
ち
な
し
色
に
染
め
て
し
ま
っ
た
の
で
、

く
ち
な
し
と
言
う
と
お
り
、（
そ
の
素
晴
ら
し
さ
に
）

私
は
も
の
も
言
え
な
い
の
で
す
。

3

⑴
伊
勢
大
輔
　

⑵
例
な
る
ほ
ど
、
こ
れ
は
何
と
も
い
え
な
い
美
し
い
花

の
色
で
す
ね
。

4

ウ

5

⑴
例
そ
の
人
の
天
性
に
応
じ
て
詠
む
こ
と
。

⑵
例
中
途
半
端
に
長
く
考
え
る
と
、
か
え
っ
て
詠
み
ぶ

り
が
悪
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
。

6

①
オ
　
　
②
エ
　
　
③
ウ
　
　
④
ア
　
　
⑤
イ

【
解
説
】

語
句
・
文
法
を
理
解
し
よ
う

【
一
】
①
「
ま
う
く
」
は
、漢
字
で
書
く
と
「
設
く
」。
前
も

っ
て
準
備
す
る
意
。
②
シ
ク
活
用
の
形
容
詞
「
恥
ぢ
が
ま

し
」
の
連
用
形
。
名
詞
の
「
恥
」
に
、接
尾
語
「
が
ま
し
」

が
つ
い
て
形
容
詞
と
な
っ
た
も
の
。
③
ナ
リ
活
用
の
形
容

動
詞
「
な
か
な
か
な
り
」
の
連
用
形
。「
中
途
半
端
だ
」
の

意
。

【
二
】
係
り
結
び
は
、
係
助
詞
が
含
ま
れ
る
一
文
の
文
末
に

あ
る
活
用
語
が
、
そ
の
係
助
詞
を
受
け
て
い
る
と
き
に
成

立
す
る
。
係
り
結
び
が
成
立
し
て
い
る
と
き
、
文
末
の
活

用
語
は
、
係
助
詞
「
ぞ
・
な
む
・
や
・
か
」
に
対
し
て
は

連
体
形
、「
こ
そ
」
に
対
し
て
は
已
然
形
に
な
る
。
①
は

「
な
に
も
し
な
い
で
通
り
過
ぎ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、い
や

評
論

山
吹
の
花
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に
行
う
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
の
こ
と
で
あ
る
。

【
六
】
①
「
以
千
金
〜
求
千
里
馬
」
が
「
君
」
の
意
図

で
あ
り
、「
買
死
馬
骨
〜
返
。」
と
い
う
結
果
が
、
こ
の
意

図
に
反
し
て
い
た
か
ら
「
君
怒
。」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

②
『
　
』
の
内
容
が
「
涓
人
」
の
考
え
と
行
動
の
理
由
に

相
当
す
る
。
な
お
、
こ
の
文
は
「
Ａ
且
Ｂ
。
況
Ｃ
乎
　

（
＝
Ａ
で
さ
え
Ｂ
で
あ
る
。ま
し
て
Ｃ
な
ら
ば
な
お
さ
ら
Ｂ

だ
。）」
と
い
う
抑
揚
の
句
形
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

注
意
。

【
七
】
設
問
の
「
矣
」
は
断
定
の
働
き
で
あ
る
。
イ
「
乎
」

は
「
や
」
と
読
み
、「
ど
う
し
て
区
別
で
き
よ
う
か
、
い
や
、

で
き
な
い
。」
と
い
う
反
語
を
、ウ
「
也
」
は
「
や
」
と
読

み
、「
何
と
楚
人
の
多
い
こ
と
か
。」
と
い
う
詠
嘆
を
、
エ

は
「
而
已
矣
」
で
「
の
み
」
と
読
み
、「
先
生
の
道
は
真
心

と
思
い
や
り
だ
け
で
す
。」
と
い
う
限
定
を
表
す
。
ア
は

「
朝
に
真
実
の
道
を
聞
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、（
そ
の
日
の
）

夕
方
に
死
ん
だ
と
し
て
も
悔
い
は
な
い
。」と
い
う
意
味
で

あ
る
。

【
八
】
③
「
Ａ
於
Ｂ
（
＝
Ｂ
よ
り
も
Ａ
だ
。）」
と
い
う
「
比

較
」
と
「
豈
Ａ 

哉
（
＝
ど
う
し
て
Ａ
（
し
よ
う
）
か
、い

や
Ａ
（
し
）
な
い
。」
と
い
う
「
反
語
」
の
二
つ
の
句
形
に

注
意
。
ま
た
「
況
」
は
「
ま
し
て
」
と
訳
せ
ば
よ
い
。

【
九
】
「
士
」
が
「
兵
士
」
で
は
な
く
「
賢
者
」
を
指
す
こ

と
を
捉
え
れ
ば
、「
争
」
が
「
戦
」
で
は
な
く
「
先
を
争
っ

て
」
の
意
味
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

　
テ
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
メ
　
　
　
　
ノ
　
ヲ

　
　
二
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
　
　
一

　
ヒ
テ
　
　
　
ノ
　
ヲ
　
　
　
ル

　
　
二

　
　
　
ル

　
ス
ラ
　
ツ
　（
ス
）　
　
ン
ヤ
　
ヲ
　
や

 （
ナ
リ
）

　
　
二

　
ヨ
リ
モ

　
　
一

　
ニ
　（
セ
ン
）

り
仮
名
は
、
漢
字
の
読
み
に
合
わ
せ
て
つ
け
る
が
、「
不
」

が
助
動
詞
「
ず
」
に
当
た
る
こ
と
に
注
意
す
る
。

【
五
】
直
後
に
「
知
仲
有
老
母
也
」
と
、理
由
が
書
か
れ

て
い
る
。
中
国
の
思
想
、
特
に
儒
教
の
考
え
方
で
は
父
母

に
よ
く
仕
え
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
孝
（
親
孝
行
）」
は
、

非
常
に
重
要
視
さ
れ
る
。
管
仲
は
、
戦
場
で
命
を
失
え
ば
、

老
い
た
母
親
に
孝
養
を
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
逃

げ
た
の
で
あ
る
。
鮑
叔
は
そ
う
し
た
事
情
を
理
解
し
て
い

た
の
で
、
管
仲
が
逃
げ
出
し
て
も
臆
病
者
と
は
思
わ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

【
六
】
商
売
の
利
益
の
取
り
分
を
自
分
に
多
く
す
る
、
計
画

が
失
敗
し
て
行
き
詰
ま
る
、戦
場
で
何
度
も
逃
げ
出
す
、と

い
う
管
仲
の
行
動
は
、そ
れ
だ
け
を
見
れ
ば
、欲
張
り
、愚

か
、臆
病
と
批
判
さ
れ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、鮑

叔
は
そ
の
行
動
の
真
意
、
あ
る
い
は
真
の
原
因
を
見
き
わ

め
、
管
仲
を
批
判
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
「
知
」
は
、
単
純
に
、
知
り
合
い

で
あ
る
と
か
、
見
知
っ
て
い
る
と
い
っ
た
意
味
で
は
な
く
、

「
理
解
し
て
い
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
父
母
」
は
、自

分
を
こ
の
世
に
生
み
出
し
て
く
れ
た
最
も
敬
愛
す
べ
き
存

在
で
あ
る
が
（【
五
】の
「
孝
」
の
解
説
も
参
照
）、
管
仲

は
そ
の
父
母
と
鮑
叔
を
並
べ
て
述
べ
て
い
る
。こ
こ
に
、管

仲
が
鮑
叔
を
父
母
同
様
に
敬
愛
し
て
い
た
こ
と
が
表
れ
て

い
る
。「
生
我
者
父
母
」
と
「
知
我
者
鮑
子
」
は
、内
容
の

上
で
も
、文
の
構
造
の
上
で
も
似
た
形
を
と
っ
て
い
る
。こ

の
よ
う
な
表
現
は
「
対
句
」
と
い
い
、
漢
文
に
し
ば
し
ば

見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

【
解
答
】

　
レ
バ
　
ニ
　
ル
ヲ

　
　
三
　
　
　
　
二
　
　
　
　
一

【
一
】
①
な
　
　
②
も
つ
　
　
③
よ
　
　
④
と
も

⑤
と
も
　
　
⑥
す
す
　
　
⑦
し
め
　
　
⑧
つ
か

⑨
い
に
し
へ
　
　
⑩
し
　
　
⑪
か
　
　
⑫
い
は

⑬
ま
　
　
⑭
あ
　
　
⑮
お

【
二
】
①
へ
り
く
だ
っ
た
言
葉
遣
い
を
す
る

②
〜
に
よ
っ
て
　
　
③
仕
返
し
を
す
る
　
　
④
ぜ
ひ

⑤
教
え
る〔
示
す
〕　
　
⑥
〜
す
る
こ
と
に
な
る

⑦
招
く
　
　
⑧
仕
え
る

【
三
】
①
孤
極
め
て
燕
の
小
に
し
て
以
て
報
ず
る
に
足
ら
ざ

る
を
知
る
。
　
②
エ

【
四
】
①
イ
　
　
②
世
話
役
の
者
に
千
金
を
持
た
せ
て
、
千

里
の
馬
を
買
い
に
行
か
せ
た
君
主
が
い
た
。
　
③
ウ

【
五
】
先
生
…
（
郭
）
隗
　
之
…
可
者

【
六
】
①
一
日
に
千
里
を
走
る
名
馬
が
欲
し
か
っ
た
の
に
、

使
い
の
者
が
五
百
金
も
の
大
金
を
出
し
て
死
ん
だ

馬
の
骨
を
買
っ
て
き
た
か
ら
。

②
理
由
に
あ
た
る
部
分
…
死
馬
且
買
之
。
況
生
者
乎
。

馬
今
至
矣
。
　
理
由
の
説
明
…
例
死
ん
だ
馬
で
さ

え
大
金
で
買
っ
た
の
だ
か
ら
、
生
き
た
馬
な
ら
な

お
さ
ら
大
金
で
買
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
世
間
の

人
は
考
え
、
千
里
の
馬
は
自
然
と
や
っ
て
く
る
と

考
え
た
か
ら
。

【
七
】
ア

【
八
】
①
隗
…
死
馬
（
死
ん
だ
馬
）　
賢
於
隗

者
…
千
里

馬
〔
生
者
〕（
生
き
て
い
る
千
里
の
馬
）

②
ま
ず
、
私
、
隗
か
ら
厚
遇
す
る
こ
と
を
始
め
て
く

だ
さ
い
、
と
い
う
こ
と
。

③
ま
し
て
隗
よ
り
賢
い
者
が
、
ど
う
し
て
千
里
の
道

の
り
を
遠
い
と
思
う
だ
ろ
う
か
、
い
や
、
遠
い
と

思
わ
な
い
。（
遠
い
と
思
わ
ず
に
や
っ
て
く
る
だ
ろ

　
ナ
ル
　
　
　
ヨ
リ
モ

　
　
二
　
　
　
　
一

ら
考
え
る
。「
朝
三
暮
四
」
は
、狙
公
の
立
場
か
ら
の
意
味

と
、
狙
の
立
場
か
ら
の
意
味
の
二
つ
の
意
味
で
用
い
ら
れ

る
故
事
成
語
で
あ
る
。

【
解
答
】

【
一
】
①
あ
ざ
な
　
　
②
か
つ
　
　
③
み
づ
か
　
　
④
あ
た

⑤
も
つ
　
　
⑥
は
か
　
　
⑦
い
　
　
⑧
な
り

【
二
】
①
例
成
人
し
た
と
き
に
つ
け
る
呼
び
名
。

②
例
昔

③
例
欲
張
り

④
例
逃
げ
る

【
三
】
⑴
嘗
て
鮑
叔
と
賈
す

⑵
例
管
仲
は
、
昔
、
鮑
叔
と
一
緒
に
商
売
を
し
た
。

【
四
】
鮑
叔
不
以
為
愚

【
五
】
ウ

【
六
】
⑴
例
私
を
生
ん
で
く
れ
た
の
は
父
母
で
、
私
を
理
解

し
て
く
れ
る
の
は
鮑
叔
で
あ
る
。

⑵
ウ

【
解
説
】

【
一
】
③
「
自
」
は
、「
み
づ
か
ら
（
自
分
で
）」
と
読
む
場

合
と
、「
お
の
づ
か
ら
（
自
然
に
）」
と
読
む
場
合
が
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
管
仲
が
商
売
の
利
益
の
取
り
分
を
自
分
で
多

く
し
た
、
と
い
う
意
味
な
の
で
「
み
づ
か
ら
」。
④
「
与
」

は
、「
あ
た
ふ
（
与
え
る
）」
の
他
に
、「
与
鮑
叔
」（
116
・

１
）
の
よ
う
に
、
返
読
し
て
「
〜
と
」
と
読
む
場
合
も
あ

る
。
⑤
歴
史
的
仮
名
遣
い
で
は
、「
も
つ
て
」
と
し
、「
っ
・

ゃ
・
ゅ
」
な
ど
の
小
さ
い
仮
名
は
用
い
な
い
。
⑧
「
也
」

は
文
末
に
置
か
れ
て
断
定
や
強
意
を
表
す
。こ
こ
で
は「
な

り
」
と
読
む
が
、
命
令
文
な
ど
の
場
合
は
置
き
字
と
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
テ
　
サ
　
　
ト

　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　

　
ラ

と
　
　
　
　
　

　
　
二
　
　
　
　
一

う
。）

【
九
】
ウ

【
解
説
】

【
一
】
⑥
「
雪
グ
」
は
「
雪
辱
（
＝
恥
を
す
す
い
で
名
誉
を

挽
回
す
る
。）」
の
意
。
ち
な
み
に
、
よ
く
「
雪
辱
を
晴
ら

す
」
と
い
う
言
い
方
を
す
る
が
こ
れ
は
誤
り
。
正
し
く
は

「
雪
辱
を
果
た
す
」。
⑧
こ
こ
で
の
「
事
フ
ル
」
は
「
仕
え

る
」
の
意
。
⑮
置
き
字
で
な
い
「
於
」
は
「
お
イ
テ
」
と

読
む
。「
そ
こ
で
、
そ
れ
で
」
と
い
う
意
味
。

【
二
】
⑥
「
得
」
は
、
こ
こ
で
は
「
〜
す
る
必
要
が
あ
る
」

と
い
う
意
味
。
⑧
「
師
事
」
は
現
代
語
で
用
い
ら
れ
て
い

る
意
味
と
同
じ
で
、師
（
こ
こ
で
は
「
郭
隗
」）
に
対
す
る

尊
敬
の
念
を
含
ん
で
い
る
。

【
三
】
①
「
不
」
は
、
平
仮
名
で
書
き
下
す
。
②
「
孤
之
国

（
＝
我
が
国
）」
と
は
燕
で
あ
り
、
仕
返
し
を
し
た
い
国
は

斉
で
あ
る
こ
と
を
正
確
に
捉
え
る
。

【
四
】
①
ま
ず
上
の
一
・
二
点
、
次
に
下
の
一
〜
三
点
に
従

っ
て
読
み
、
そ
れ
か
ら
上
・
下
点
に
従
っ
て
読
む
。
②
使

役
の
句
法
「
使
Ａ
　
Ｂ
」
に
注
意
。「
Ａ
に
Ｂ
（
を
）
さ

せ
る
。」
と
訳
す
。
こ
こ
で
Ａ
に
当
た
る
の
は
「
涓
人
」、Ｂ

に
当
た
る
の
は「
求
千
里
馬
」。
こ
の
文
の
主
語
に
相
当

す
る
「
者
」
と
は
直
前
の
「
古
之
君
」
で
あ
る
。
③
ウ

「
召
」
が
使
役
の
働
き
を
も
つ
漢
字
で
あ
り
、「
学
者
の
臣

下
を
呼
び
寄
せ
、書
物
を
講
義
さ
せ
る
。」
と
い
う
訳
に
な

る
。「
召
」
の
他
に
「
命
・
招
・
詔
」
な
ど
も
あ
る
。
な

お
、ア
は「
ど
う
し
て
も
告
げ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。」

と
い
う
二
重
否
定
、
イ
は
「
各
々
が
自
分
の
宝
を
大
事
に

持
っ
て
い
る
の
が
よ
い
。」
と
い
う
比
較
、エ
は
「
松
や
柏

が
砕
か
れ
て
薪
と
な
る
。」
と
い
う
受
身
を
表
す
。

【
五
】
「
可
者
」
と
は
、
燕
の
国
力
を
つ
け
、
国
政
を
一
緒

　
ン　

ム
　
　
ヲ
シ
テ
　
セ

　
　
二
　
　
　
　
　
　
一

　
メ
　
　
　
　
ノ
　
ヲ

　
　
二
　
　
　
　
　
　
一い

に
し
へ

　
ジ
テ
　
　
キ
テ
　
　
シ
テ

こ
と
も
あ
る
。
こ
の
他
、「
や
」
と
読
ん
で
疑
問
・
反
語
を

表
す
場
合
な
ど
も
あ
る
。

【
二
】
①
「
字
」
は
、
男
子
が
成
人
し
た
際
に
、
実
名
と
は

別
に
つ
け
る
呼
び
名
（
女
子
は
婚
約
し
た
と
き
に
つ
け

る
）。
こ
れ
に
対
し
て
、実
名
を
「
諱い

み
な

」
と
い
う
。
そ
の
人

の
親
、
君
主
、
師
以
外
の
者
が
呼
ぶ
と
き
は
、
名
を
言
わ

ず
字
を
言
う
の
が
礼
儀
で
あ
る
。
③
「
貪
」
は
、
訓
読
み

す
る
と
「
む
さ
ぼ
る
」。
現
在
で
も
「
貪
欲
」
な
ど
の
熟
語

で
用
い
、
欲
張
り
の
意
を
表
す
。
④
こ
こ
で
は
「
走
る
」

と
い
う
意
味
で
は
な
く
、「
逃
げ
る
」
の
意
。「
敗
走
・
逃

走
」
な
ど
の
熟
語
で
も
用
い
ら
れ
る
。

【
三
】
①
漢
文
を
書
き
下
し
文
に
す
る
と
き
は
、
主
に
、
①

返
り
点
に
従
っ
て
語
順
を
並
べ
か
え
る
。
②
送
り
仮
名
と
、

助
詞
・
助
動
詞
に
当
た
る
語
な
ど
を
平
仮
名
に
す
る
。
③

置
き
字
は
書
か
な
い
。
の
三
点
に
注
意
す
る
。
こ
こ
で
は
、

「
与
鮑
叔
」
の
部
分
が
、返
り
点
に
従
っ
て
語
順
が
変
わ

り
、「
与
」
が
助
詞
に
当
た
る
の
で
、「
鮑
叔
と
」
と
な
る

こ
と
に
注
意
す
る
。
②
「
鮑
叔
と
」
と
あ
る
が
、
鮑
叔
と

誰
が
商
売
を
し
た
の
か
が
明
確
で
な
い
の
で
、
本
文
の
内

容
か
ら
「
管
仲
」
を
補
う
。

【
四
】
「
訓
点
」
と
は
、
返
り
点
と
送
り
仮
名
（
場
合
に
よ

っ
て
句
読
点
な
ど
も
含
む
）
の
こ
と
。
返
り
点
を
つ
け
る

に
は
、
読
み
を
参
考
に
し
て
、
白
文
の
漢
字
を
ど
の
順
番

で
読
む
の
か
を
考
え
る
。
こ
こ
で
は
、

　
　
鮑
　
叔
　
不
　
以
　
為
　
愚

　
と
な
る
。
④
「
愚
」
か
ら
、
す
ぐ
上
の
⑤
「
為
」
へ
返
る

の
で
、
⑤
に
「
レ
」
を
つ
け
る
。
さ
ら
に
、
⑤
か
ら
⑥

「
不
」
へ
は
、間
に
「
以
」
が
あ
る
の
で
、⑤
に
「
一
」、⑥

に
「
二
」
を
つ
け
る
。
⑤
に
は
「
レ
」
と
「
一
」
が
つ
く

こ
と
に
な
る
の
で
、組
み
合
わ
せ
て
「
一レ
」
に
す
る
。
送

　
　
一
　
　
　
　
二

①
　
　
②
　
　
⑥
　
　
③
　
　
⑤
　
　
④
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に
行
う
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
の
こ
と
で
あ
る
。

【
六
】
①
「
以
千
金
〜
求
千
里
馬
」
が
「
君
」
の
意
図

で
あ
り
、「
買
死
馬
骨
〜
返
。」
と
い
う
結
果
が
、
こ
の
意

図
に
反
し
て
い
た
か
ら
「
君
怒
。」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

②
『
　
』
の
内
容
が
「
涓
人
」
の
考
え
と
行
動
の
理
由
に

相
当
す
る
。
な
お
、
こ
の
文
は
「
Ａ
且
Ｂ
。
況
Ｃ
乎
　

（
＝
Ａ
で
さ
え
Ｂ
で
あ
る
。ま
し
て
Ｃ
な
ら
ば
な
お
さ
ら
Ｂ

だ
。）」
と
い
う
抑
揚
の
句
形
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

注
意
。

【
七
】
設
問
の
「
矣
」
は
断
定
の
働
き
で
あ
る
。
イ
「
乎
」

は
「
や
」
と
読
み
、「
ど
う
し
て
区
別
で
き
よ
う
か
、
い
や
、

で
き
な
い
。」
と
い
う
反
語
を
、ウ
「
也
」
は
「
や
」
と
読

み
、「
何
と
楚
人
の
多
い
こ
と
か
。」
と
い
う
詠
嘆
を
、
エ

は
「
而
已
矣
」
で
「
の
み
」
と
読
み
、「
先
生
の
道
は
真
心

と
思
い
や
り
だ
け
で
す
。」
と
い
う
限
定
を
表
す
。
ア
は

「
朝
に
真
実
の
道
を
聞
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、（
そ
の
日
の
）

夕
方
に
死
ん
だ
と
し
て
も
悔
い
は
な
い
。」と
い
う
意
味
で

あ
る
。

【
八
】
③
「
Ａ
於
Ｂ
（
＝
Ｂ
よ
り
も
Ａ
だ
。）」
と
い
う
「
比

較
」
と
「
豈
Ａ 

哉
（
＝
ど
う
し
て
Ａ
（
し
よ
う
）
か
、い

や
Ａ
（
し
）
な
い
。」
と
い
う
「
反
語
」
の
二
つ
の
句
形
に

注
意
。
ま
た
「
況
」
は
「
ま
し
て
」
と
訳
せ
ば
よ
い
。

【
九
】
「
士
」
が
「
兵
士
」
で
は
な
く
「
賢
者
」
を
指
す
こ

と
を
捉
え
れ
ば
、「
争
」
が
「
戦
」
で
は
な
く
「
先
を
争
っ

て
」
の
意
味
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

　
テ
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
メ
　
　
　
　
ノ
　
ヲ

　
　
二
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
　
　
一

　
ヒ
テ
　
　
　
ノ
　
ヲ
　
　
　
ル

　
　
二

　
　
　
ル

　
ス
ラ
　
ツ
　（
ス
）　
　
ン
ヤ
　
ヲ
　
や

 （
ナ
リ
）

　
　
二

　
ヨ
リ
モ

　
　
一

　
ニ
　（
セ
ン
）

り
仮
名
は
、
漢
字
の
読
み
に
合
わ
せ
て
つ
け
る
が
、「
不
」

が
助
動
詞
「
ず
」
に
当
た
る
こ
と
に
注
意
す
る
。

【
五
】
直
後
に
「
知
仲
有
老
母
也
」
と
、理
由
が
書
か
れ

て
い
る
。
中
国
の
思
想
、
特
に
儒
教
の
考
え
方
で
は
父
母

に
よ
く
仕
え
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
孝
（
親
孝
行
）」
は
、

非
常
に
重
要
視
さ
れ
る
。
管
仲
は
、
戦
場
で
命
を
失
え
ば
、

老
い
た
母
親
に
孝
養
を
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
逃

げ
た
の
で
あ
る
。
鮑
叔
は
そ
う
し
た
事
情
を
理
解
し
て
い

た
の
で
、
管
仲
が
逃
げ
出
し
て
も
臆
病
者
と
は
思
わ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

【
六
】
商
売
の
利
益
の
取
り
分
を
自
分
に
多
く
す
る
、
計
画

が
失
敗
し
て
行
き
詰
ま
る
、戦
場
で
何
度
も
逃
げ
出
す
、と

い
う
管
仲
の
行
動
は
、そ
れ
だ
け
を
見
れ
ば
、欲
張
り
、愚

か
、臆
病
と
批
判
さ
れ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、鮑

叔
は
そ
の
行
動
の
真
意
、
あ
る
い
は
真
の
原
因
を
見
き
わ

め
、
管
仲
を
批
判
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
「
知
」
は
、
単
純
に
、
知
り
合
い

で
あ
る
と
か
、
見
知
っ
て
い
る
と
い
っ
た
意
味
で
は
な
く
、

「
理
解
し
て
い
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
父
母
」
は
、自

分
を
こ
の
世
に
生
み
出
し
て
く
れ
た
最
も
敬
愛
す
べ
き
存

在
で
あ
る
が
（【
五
】の
「
孝
」
の
解
説
も
参
照
）、
管
仲

は
そ
の
父
母
と
鮑
叔
を
並
べ
て
述
べ
て
い
る
。こ
こ
に
、管

仲
が
鮑
叔
を
父
母
同
様
に
敬
愛
し
て
い
た
こ
と
が
表
れ
て

い
る
。「
生
我
者
父
母
」
と
「
知
我
者
鮑
子
」
は
、内
容
の

上
で
も
、文
の
構
造
の
上
で
も
似
た
形
を
と
っ
て
い
る
。こ

の
よ
う
な
表
現
は
「
対
句
」
と
い
い
、
漢
文
に
し
ば
し
ば

見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

【
解
答
】

　
レ
バ
　
ニ
　
ル
ヲ

　
　
三
　
　
　
　
二
　
　
　
　
一

【
一
】
①
な
　
　
②
も
つ
　
　
③
よ
　
　
④
と
も

⑤
と
も
　
　
⑥
す
す
　
　
⑦
し
め
　
　
⑧
つ
か

⑨
い
に
し
へ
　
　
⑩
し
　
　
⑪
か
　
　
⑫
い
は

⑬
ま
　
　
⑭
あ
　
　
⑮
お

【
二
】
①
へ
り
く
だ
っ
た
言
葉
遣
い
を
す
る

②
〜
に
よ
っ
て
　
　
③
仕
返
し
を
す
る
　
　
④
ぜ
ひ

⑤
教
え
る〔
示
す
〕　
　
⑥
〜
す
る
こ
と
に
な
る

⑦
招
く
　
　
⑧
仕
え
る

【
三
】
①
孤
極
め
て
燕
の
小
に
し
て
以
て
報
ず
る
に
足
ら
ざ

る
を
知
る
。
　
②
エ

【
四
】
①
イ
　
　
②
世
話
役
の
者
に
千
金
を
持
た
せ
て
、
千

里
の
馬
を
買
い
に
行
か
せ
た
君
主
が
い
た
。
　
③
ウ

【
五
】
先
生
…
（
郭
）
隗
　
之
…
可
者

【
六
】
①
一
日
に
千
里
を
走
る
名
馬
が
欲
し
か
っ
た
の
に
、

使
い
の
者
が
五
百
金
も
の
大
金
を
出
し
て
死
ん
だ

馬
の
骨
を
買
っ
て
き
た
か
ら
。

②
理
由
に
あ
た
る
部
分
…
死
馬
且
買
之
。
況
生
者
乎
。

馬
今
至
矣
。
　
理
由
の
説
明
…
例
死
ん
だ
馬
で
さ

え
大
金
で
買
っ
た
の
だ
か
ら
、
生
き
た
馬
な
ら
な

お
さ
ら
大
金
で
買
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
世
間
の

人
は
考
え
、
千
里
の
馬
は
自
然
と
や
っ
て
く
る
と

考
え
た
か
ら
。

【
七
】
ア

【
八
】
①
隗
…
死
馬
（
死
ん
だ
馬
）　
賢
於
隗

者
…
千
里

馬
〔
生
者
〕（
生
き
て
い
る
千
里
の
馬
）

②
ま
ず
、
私
、
隗
か
ら
厚
遇
す
る
こ
と
を
始
め
て
く

だ
さ
い
、
と
い
う
こ
と
。

③
ま
し
て
隗
よ
り
賢
い
者
が
、
ど
う
し
て
千
里
の
道

の
り
を
遠
い
と
思
う
だ
ろ
う
か
、
い
や
、
遠
い
と

思
わ
な
い
。（
遠
い
と
思
わ
ず
に
や
っ
て
く
る
だ
ろ

　
ナ
ル
　
　
　
ヨ
リ
モ

　
　
二
　
　
　
　
一

ら
考
え
る
。「
朝
三
暮
四
」
は
、狙
公
の
立
場
か
ら
の
意
味

と
、
狙
の
立
場
か
ら
の
意
味
の
二
つ
の
意
味
で
用
い
ら
れ

る
故
事
成
語
で
あ
る
。

【
解
答
】

【
一
】
①
あ
ざ
な
　
　
②
か
つ
　
　
③
み
づ
か
　
　
④
あ
た

⑤
も
つ
　
　
⑥
は
か
　
　
⑦
い
　
　
⑧
な
り

【
二
】
①
例
成
人
し
た
と
き
に
つ
け
る
呼
び
名
。

②
例
昔

③
例
欲
張
り

④
例
逃
げ
る

【
三
】
⑴
嘗
て
鮑
叔
と
賈
す

⑵
例
管
仲
は
、
昔
、
鮑
叔
と
一
緒
に
商
売
を
し
た
。

【
四
】
鮑
叔
不
以
為
愚

【
五
】
ウ

【
六
】
⑴
例
私
を
生
ん
で
く
れ
た
の
は
父
母
で
、
私
を
理
解

し
て
く
れ
る
の
は
鮑
叔
で
あ
る
。

⑵
ウ

【
解
説
】

【
一
】
③
「
自
」
は
、「
み
づ
か
ら
（
自
分
で
）」
と
読
む
場

合
と
、「
お
の
づ
か
ら
（
自
然
に
）」
と
読
む
場
合
が
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
管
仲
が
商
売
の
利
益
の
取
り
分
を
自
分
で
多

く
し
た
、
と
い
う
意
味
な
の
で
「
み
づ
か
ら
」。
④
「
与
」

は
、「
あ
た
ふ
（
与
え
る
）」
の
他
に
、「
与
鮑
叔
」（
116
・

１
）
の
よ
う
に
、
返
読
し
て
「
〜
と
」
と
読
む
場
合
も
あ

る
。
⑤
歴
史
的
仮
名
遣
い
で
は
、「
も
つ
て
」
と
し
、「
っ
・

ゃ
・
ゅ
」
な
ど
の
小
さ
い
仮
名
は
用
い
な
い
。
⑧
「
也
」

は
文
末
に
置
か
れ
て
断
定
や
強
意
を
表
す
。こ
こ
で
は「
な

り
」
と
読
む
が
、
命
令
文
な
ど
の
場
合
は
置
き
字
と
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
テ
　
サ
　
　
ト

　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　

　
ラ

と
　
　
　
　
　

　
　
二
　
　
　
　
一

う
。）

【
九
】
ウ

【
解
説
】

【
一
】
⑥
「
雪
グ
」
は
「
雪
辱
（
＝
恥
を
す
す
い
で
名
誉
を

挽
回
す
る
。）」
の
意
。
ち
な
み
に
、
よ
く
「
雪
辱
を
晴
ら

す
」
と
い
う
言
い
方
を
す
る
が
こ
れ
は
誤
り
。
正
し
く
は

「
雪
辱
を
果
た
す
」。
⑧
こ
こ
で
の
「
事
フ
ル
」
は
「
仕
え

る
」
の
意
。
⑮
置
き
字
で
な
い
「
於
」
は
「
お
イ
テ
」
と

読
む
。「
そ
こ
で
、
そ
れ
で
」
と
い
う
意
味
。

【
二
】
⑥
「
得
」
は
、
こ
こ
で
は
「
〜
す
る
必
要
が
あ
る
」

と
い
う
意
味
。
⑧
「
師
事
」
は
現
代
語
で
用
い
ら
れ
て
い

る
意
味
と
同
じ
で
、師
（
こ
こ
で
は
「
郭
隗
」）
に
対
す
る

尊
敬
の
念
を
含
ん
で
い
る
。

【
三
】
①
「
不
」
は
、
平
仮
名
で
書
き
下
す
。
②
「
孤
之
国

（
＝
我
が
国
）」
と
は
燕
で
あ
り
、
仕
返
し
を
し
た
い
国
は

斉
で
あ
る
こ
と
を
正
確
に
捉
え
る
。

【
四
】
①
ま
ず
上
の
一
・
二
点
、
次
に
下
の
一
〜
三
点
に
従

っ
て
読
み
、
そ
れ
か
ら
上
・
下
点
に
従
っ
て
読
む
。
②
使

役
の
句
法
「
使
Ａ
　
Ｂ
」
に
注
意
。「
Ａ
に
Ｂ
（
を
）
さ

せ
る
。」
と
訳
す
。
こ
こ
で
Ａ
に
当
た
る
の
は
「
涓
人
」、Ｂ

に
当
た
る
の
は「
求
千
里
馬
」。
こ
の
文
の
主
語
に
相
当

す
る
「
者
」
と
は
直
前
の
「
古
之
君
」
で
あ
る
。
③
ウ

「
召
」
が
使
役
の
働
き
を
も
つ
漢
字
で
あ
り
、「
学
者
の
臣

下
を
呼
び
寄
せ
、書
物
を
講
義
さ
せ
る
。」
と
い
う
訳
に
な

る
。「
召
」
の
他
に
「
命
・
招
・
詔
」
な
ど
も
あ
る
。
な

お
、ア
は「
ど
う
し
て
も
告
げ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。」

と
い
う
二
重
否
定
、
イ
は
「
各
々
が
自
分
の
宝
を
大
事
に

持
っ
て
い
る
の
が
よ
い
。」
と
い
う
比
較
、エ
は
「
松
や
柏

が
砕
か
れ
て
薪
と
な
る
。」
と
い
う
受
身
を
表
す
。

【
五
】
「
可
者
」
と
は
、
燕
の
国
力
を
つ
け
、
国
政
を
一
緒

　
ン　

ム
　
　
ヲ
シ
テ
　
セ

　
　
二
　
　
　
　
　
　
一

　
メ
　
　
　
　
ノ
　
ヲ

　
　
二
　
　
　
　
　
　
一い

に
し
へ

　
ジ
テ
　
　
キ
テ
　
　
シ
テ

こ
と
も
あ
る
。
こ
の
他
、「
や
」
と
読
ん
で
疑
問
・
反
語
を

表
す
場
合
な
ど
も
あ
る
。

【
二
】
①
「
字
」
は
、
男
子
が
成
人
し
た
際
に
、
実
名
と
は

別
に
つ
け
る
呼
び
名
（
女
子
は
婚
約
し
た
と
き
に
つ
け

る
）。
こ
れ
に
対
し
て
、実
名
を
「
諱い

み
な

」
と
い
う
。
そ
の
人

の
親
、
君
主
、
師
以
外
の
者
が
呼
ぶ
と
き
は
、
名
を
言
わ

ず
字
を
言
う
の
が
礼
儀
で
あ
る
。
③
「
貪
」
は
、
訓
読
み

す
る
と
「
む
さ
ぼ
る
」。
現
在
で
も
「
貪
欲
」
な
ど
の
熟
語

で
用
い
、
欲
張
り
の
意
を
表
す
。
④
こ
こ
で
は
「
走
る
」

と
い
う
意
味
で
は
な
く
、「
逃
げ
る
」
の
意
。「
敗
走
・
逃

走
」
な
ど
の
熟
語
で
も
用
い
ら
れ
る
。

【
三
】
①
漢
文
を
書
き
下
し
文
に
す
る
と
き
は
、
主
に
、
①

返
り
点
に
従
っ
て
語
順
を
並
べ
か
え
る
。
②
送
り
仮
名
と
、

助
詞
・
助
動
詞
に
当
た
る
語
な
ど
を
平
仮
名
に
す
る
。
③

置
き
字
は
書
か
な
い
。
の
三
点
に
注
意
す
る
。
こ
こ
で
は
、

「
与
鮑
叔
」
の
部
分
が
、返
り
点
に
従
っ
て
語
順
が
変
わ

り
、「
与
」
が
助
詞
に
当
た
る
の
で
、「
鮑
叔
と
」
と
な
る

こ
と
に
注
意
す
る
。
②
「
鮑
叔
と
」
と
あ
る
が
、
鮑
叔
と

誰
が
商
売
を
し
た
の
か
が
明
確
で
な
い
の
で
、
本
文
の
内

容
か
ら
「
管
仲
」
を
補
う
。

【
四
】
「
訓
点
」
と
は
、
返
り
点
と
送
り
仮
名
（
場
合
に
よ

っ
て
句
読
点
な
ど
も
含
む
）
の
こ
と
。
返
り
点
を
つ
け
る

に
は
、
読
み
を
参
考
に
し
て
、
白
文
の
漢
字
を
ど
の
順
番

で
読
む
の
か
を
考
え
る
。
こ
こ
で
は
、

　
　
鮑
　
叔
　
不
　
以
　
為
　
愚

　
と
な
る
。
④
「
愚
」
か
ら
、
す
ぐ
上
の
⑤
「
為
」
へ
返
る

の
で
、
⑤
に
「
レ
」
を
つ
け
る
。
さ
ら
に
、
⑤
か
ら
⑥

「
不
」
へ
は
、間
に
「
以
」
が
あ
る
の
で
、⑤
に
「
一
」、⑥

に
「
二
」
を
つ
け
る
。
⑤
に
は
「
レ
」
と
「
一
」
が
つ
く

こ
と
に
な
る
の
で
、組
み
合
わ
せ
て
「
一レ
」
に
す
る
。
送

　
　
一
　
　
　
　
二

①
　
　
②
　
　
⑥
　
　
③
　
　
⑤
　
　
④

史
話

先
従
隗
始

P.13
〜
P.14

故
事
成
語

管
鮑
之
交

P.13
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