


明
解

国
語
総
合
【
改
訂
版
】
学
習
課
題
ノ
ー
ト

現
代
文

　
　随
想
一	
ベ
ト
ナ
ム
の
コ
ー
ヒ
ー
屋	

角
田
光
代
　
　

	
負
け
方
を
習
得
す
る	

内
田
樹
　
　

　
　小
説
一	

と
ん
か
つ	

三
浦
哲
郎
　
　

	

オ
ム
ラ
イ
ス	

宮
下
奈
都
　
　

　
　詩	

シ
リ
ウ
ス	

石
津
ち
ひ
ろ
　
　

	

シ
ジ
ミ	

石
垣
り
ん
　
　

	

校
庭
で	

小
野
十
三
郎
　
　

　
　評
論
一	

魚
は
陸
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い	

松
浦
啓
一
　
　

　
　随
想
二	

ツ
ゴ
イ
ネ
ル
ワ
イ
ゼ
ン	

黒
柳
徹
子
　
　

　
　小
説
二	

バ
ス
に
乗
っ
て	

重
松
清
　
　

	

な
め
と
こ
山
の
熊	
宮
沢
賢
治
　
　

　
　短
歌
・
俳
句	

遠
い
片
手
　
短
歌
九
首	

　
　
　

	

麦
わ
ら
帽
子
の
へ
こ
み	
穂
村
弘
　
　

	

春
の
オ
ル
ガ
ン
　
俳
句
十
二
句	
　
　
　

　
　評
論
二	

★
水
の
東
西	

山
崎
正
和
　

2

	

問
題
解
決
の
心
理
学	

堀
井
秀
之
　
　

　
　随
想
三	

豊
か
な
仕
事
言
葉	

小
関
智
弘
　
　

	

「
発
見
」
最
初
は
気
づ
か
な
い	

福
岡
伸
一
　
　

　
　小
説
三	

★
羅
生
門	

芥
川
龍
之
介
　

6

　
　評
論
三	

届
く
言
葉
、
届
か
な
い
言
葉	

鷲
田
清
一
　
　

１２３４５６７８９１０１１

古
文　

　古
文
入
門	

古
文
の
世
界
へ	

　

	

★
児
の
そ
ら
寝
（
宇
治
拾
遺
物
語
）	

　
14

	

検
非
違
使
忠
明
（
宇
治
拾
遺
物
語
）	

　
　随
筆	

★
徒
然
草
　
　
公
世
の
二
位
の
せ
う
と
に	

16

	

　
　
　
　
　
高
名
の
木
登
り

	

　
　
　
　
　
丹
波
に
出
雲
と
い
ふ
所
あ
り	

	

枕
草
子
　
　
五
月
ば
か
り
な
ど
に

	

　
　
　
　
　
に
く
き
も
の

	

方
丈
記
　
　
ゆ
く
河
の
流
れ

　
　物
語	

伊
勢
物
語
　
芥
川
筒

	

　
　
　
　
　
井
筒	

　

　
　和
歌	

う
た
う
心
　
万
葉
集
・
古
今
和
歌
集
・
新
古
今
和
歌
集	

　

　
　軍
記	

平
家
物
語
　
木
曾
の
最
期	

　

漢
文　

　漢
文
入
門	

★
漢
文
の
世
界
へ
・
故
事
成
語	

18

	

★
虎
の
威
を
借
る	

　
20

	

蛇
足

　
　漢
詩	

漢
詩
の
世
界	

　
　

　
　語
録	

論
語
の
言
葉
　
学
問
・
生
き
方
・
人
と
の
関
わ
り	

　

　
　史
話	
史
話
を
読
む
　「
三
国
志
」
の
人
々
　
蓋
頭
上
題
合
字
・
前
有
大
梅
林	

	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　	

死
諸
葛
走
生
仲
達	

	

訓
読
の
き
ま
り	

１２３４５１２３４

目		
次

※
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
に
は
、
★
の
教
材
を
収
録
し
て
い
ま
す
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二

次
の
県
名
を
漢
字
で
書
き
な
さ
い
。

①
　
シ
ズ
オ
カ
　
　

②
　
サ
イ
タ
マ
　
　

③
　
ヤ
マ
ナ
シ
　
　

④
　
ギ
フ
　
　
　
　

⑤
　
カ
ゴ
シ
マ
　
　

三

次
の
□
に
漢
字
一
字
を
入
れ
て
、
上
の
熟
語
の

対
義
語
を
完
成
さ
せ
な
さ
い
。

①
　
往
信
─
─

信

②
　
主
観
─
─

観

③
　
受
動
─
─

動

④
　
需
要
─
─

給

⑤
　
消
費
─
─

産

四

次
の
そ
れ
ぞ
れ
の
文
で
、
︱
︱
線
部
の
語
句
の

使
い
方
と
し
て
正
し
い
ほ
う
を
選
び
、
記
号
で
答

え
な
さ
い
。

①
ａ
　
く
ぐ
も
っ
た
声
で
聞
き
取
り
に
く
い
。

ｂ
　
に
わ
か
に
西
の
空
が
く
ぐ
も
っ
た
。

�

②
ａ
　
前
人
未
踏
の
極
致
を
探
検
す
る
。

ｂ
　
美
の
極
致
を
き
わ
め
た
宮
殿
。

�

五

次
の
語
句
を
使
っ
て
、
短
文
を
作
り
な
さ
い
。

①
　
徒
労

②
　
林
立

┌�

┐

│�

│

│�

│

│�

│

│�

│

│�

│

│�

│

└�

┘

┌�

┐

│�

│

│�

│

│�

│

│�

│

│�

│

│�

│

└�

┘

全
体
の
構
成
を
確
認
し
よ
う

一

次
の
空
欄
に
、
本
文
中
の
語
句
を
補
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
ま
と
め
な
さ
い
。

「
鹿し

し

お
ど
し
」の
リ
ズ
ム

（
初
め
〜
138
・
４
）

　
　
水
が
た
ま
る
＝
緊
張
の
高
ま
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
く
り
返
し�

…

　
　
水
が
こ
ぼ
れ
る
＝
緊
張
の
解
放

　
我
々
に
①

と
、

　
　
　
　

②

の
け
だ
る
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。

「
噴
水
」と「
鹿
お
ど
し
」

の
違
い
か
ら
浮
か
び
上
が
る

「
日
本
人
独
特
の
感
性
」

（
138
・
５
〜
141
・
３
）

・
西
洋
人
＝
「
噴
水
」
を
好
む
。

　
　
　
　
　
→
水
は
粘
土
の
よ
う
な
③

す
る
対
象
。

　
　
　
　
　
→
④

的
な
水
。

・
日
本
人
＝
伝
統
の
中
に
「
噴
水
」
は
少
な
い
。

　
　
　
　
　
→
水
は
⑤

姿
が
美
し
い
。

　
　
　
　
　
→
西
洋
人
と
違
っ
た
独
特
の
好
み
。

　
　
　
　
　
→
形
な
き
も
の
を
⑥

心
。

「
鹿
お
ど
し
」と
は
何
か

（
141
・
４
〜
終
わ
り
）

・「
鹿
お
ど
し
」＝
断
続
す
る
⑦

か
ら
水
を
感
じ
る
。

　
　
　
　
　���

＝
日
本
人
に
よ
る
水
の
鑑
賞
の
極
致
を
表
す
仕
掛
け
。

「
鹿
お
ど
し
」
の
動
き

何
事
も
起
こ

ら
な
い
徒
労

水
の
東
西

3───教科書［p.137〜p.143］　現代文編
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一

次
の
︱
︱
線
部
の
漢
字
は
読
み
を
、
片
仮
名
は

漢
字
を
書
き
な
さ
い
。

①
　
文
化
を
紹
介［
　
　
　
］す
る
。

②
　
素
朴［
　
　
　
］な
音
色
。

③
　
音
と
音
と
の
間
隔［
　
　
　
］。

④
　
水
が
噴［
　
　
　
］き
上
げ
る
。

⑤
　
花
を
添［
　
　
　
］え
る
。

⑥
　
池
を
掘［
　
　
　
］る
。

⑦
　
大
阪［
　
　
　
］の
街
を
歩
く
。

⑧
　
表
情
に
乏［
　
　
　
］し
い
。

⑨
　
粘
土［
　
　
　
］を
こ
ね
る
。

⑩
　
名
画
を
鑑
賞［
　
　
　
］す
る
。

⑪
　
シ
ー
ソ
ー
の
イ
ッ
タ
ン［
　
　
］。

⑫
　
ぐ
ら
り
と
カ
タ
ム［
　
　
］く
。

⑬
　
水
受
け
が
ハ［
　
　
］ね
上
が
る
。

⑭
　
い
つ
ま
で
も
ク［
　
　
］り
返
す
。

⑮
　
趣
向
を
コ［
　
　
］ら
す
。

⑯
　
ぎ
っ
し
り
と
埋
め
ツ［
　
　
］く
す
。

⑰
　
ま
る
で
チ
ョ
ウ
コ
ク［
　
　
］の
よ
う
だ
。

⑱
　
公
園
の
中
に
タ
キ［
　
　
］が
あ
る
。

⑲
　
西
洋
の
空
気
は
カ
ワ［
　
　
］い
て
い
る
。

⑳
　
父
の
コ
ウ
イ［
　
　
］は
立
派
だ
っ
た
。

二

次
の
県
名
を
漢
字
で
書
き
な
さ
い
。

①
　
シ
ズ
オ
カ
　
　

②
　
サ
イ
タ
マ
　
　

③
　
ヤ
マ
ナ
シ
　
　

④
　
ギ
フ
　
　
　
　

⑤
　
カ
ゴ
シ
マ
　
　

三

次
の
□
に
漢
字
一
字
を
入
れ
て
、
上
の
熟
語
の

対
義
語
を
完
成
さ
せ
な
さ
い
。

①
　
往
信
─
─

信

②
　
主
観
─
─

観

③
　
受
動
─
─

動

④
　
需
要
─
─

給

⑤
　
消
費
─
─

産

四

次
の
そ
れ
ぞ
れ
の
文
で
、
︱
︱
線
部
の
語
句
の

使
い
方
と
し
て
正
し
い
ほ
う
を
選
び
、
記
号
で
答

え
な
さ
い
。

①
ａ
　
く
ぐ
も
っ
た
声
で
聞
き
取
り
に
く
い
。

ｂ
　
に
わ
か
に
西
の
空
が
く
ぐ
も
っ
た
。

�

②
ａ
　
前
人
未
踏
の
極
致
を
探
検
す
る
。

ｂ
　
美
の
極
致
を
き
わ
め
た
宮
殿
。

�

五

次
の
語
句
を
使
っ
て
、
短
文
を
作
り
な
さ
い
。

①
　
徒
労

②
　
林
立

┌�

┐

│�

│

│�

│

│�

│

│�

│

│�

│

│�

│

└�

┘

┌�

┐

│�

│

│�

│

│�

│

│�

│

│�

│

│�

│

└�

┘

漢
字
・
語
句
を
確
認
し
よ
う

目標

検印

 
水
の
東
西
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

◆
山や
ま

崎ざ
き

正ま
さ

和か
ず

教
科
書
P.137
〜
P.143

◉
二
つ
の
水
の
姿
を
捉
え
、
文
化
の
違
い
に
つ
い
て
考

え
を
深
め
る
。

◉
対
比
的
表
現
に
着
目
し
て
、
筆
者
の
考
え
を
読
み
取

る
。

評
論

評論　水の東西─── 2
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一

教
科
書

137
ペ
ー
ジ
〜

138
ペ
ー
ジ
４
行
目
で
説
明
さ
れ
て
い
る
も
の
の
特
徴
を

捉
え
よ
う
。

１
　
こ
こ
で
は
何
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
か
。
四
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

�

２
　「
鹿
お
ど
し
」
の
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
「
人
生
の
け
だ
る
さ
の
よ
う
な
も
の
」

（
137
・
１
）
を
感
じ
る
の
か
。
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号

で
答
え
な
さ
い
。 
道
し
る
べ
2

　
ア
　
単
純
で
緩
や
か
な
、徒
労
と
も
い
え
る
動
き
の
繰
り
返
し
で
あ
る
と
こ
ろ
。

　
イ
　
緊
張
が
高
ま
っ
た
り
ほ
ど
け
た
り
、
緩
急
の
あ
る
動
き
を
す
る
と
こ
ろ
。

　
ウ
　
自
然
の
、
あ
り
ふ
れ
た
も
の
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
と
こ
ろ
。

　
エ
　
水
が
た
ま
ら
な
け
れ
ば
、
竹
の
シ
ー
ソ
ー
が
動
か
な
い
と
こ
ろ
。

３
　
①
「
緊
張
が
高
ま
り
な
が
ら
」（
137
・
３
）、
②
「
緊
張
が
一
気
に
と
け
て
」

（
137
・
４
）
と
は
そ
れ
ぞ
れ
、竹
の
シ
ー
ソ
ー
が
ど
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
時
か
。

次
の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

①
　
竹
の
ａ

の
一
端
に
つ
い
て
い
る
ｂ

に
、
水
が
ｃ

時
。

②
　
シ
ー
ソ
ー
が
ｄ

時
。

４
　「
鹿
お
ど
し
」
の
動
き
を
端
的
に
表
現
し
た
部
分
を
二
十
八
字
で
抜
き
出
し
、

初
め
と
終
わ
り
の
五
字
ず
つ
を
記
し
な
さ
い
（
句
読
点
も
一
字
に
数
え
ま
す
）。

 

～

５
　「
そ
れ
」（
138
・
１
）
が
指
し
て
い
る
も
の
を
、
本
文
中
か
ら
五
字
で
抜
き
出

し
な
さ
い
。
　
　
　
　
　

道
し
る
べ
3�

６
　「
鹿
お
ど
し
」
と
い
う
仕
掛
け
に
よ
っ
て
何
が
表
現
さ
れ
て
い
る
か
。
本
文

中
か
ら
十
二
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

二

教
科
書

138
ペ
ー
ジ
５
行
目
〜

141
ペ
ー
ジ
３
行
目
で
説
明
さ
れ
て
い
る
、
二
つ

の
も
の
の
対
比
と
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
る
日
本
人
の
感
性
を
捉
え
よ
う
。

１
　「
鹿
お
ど
し
」
と
対
比
的
に
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
次
の

問
い
に
答
え
な
さ
い
。

①
　
何
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
か
。本
文
中
か
ら
二
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　�

道
し
る
べ
1�

②
　
西
洋
で
は
①
は
、
風
景
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
担
っ
て
い
る
か
。
本

文
中
か
ら
二
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

２
　「
エ
ス
テ
家
の
別
荘
」（
139
・
２
）
の
庭
の
噴
水
を
、
筆
者
は
何
に
た
と
え
て

い
る
の
か
。
本
文
中
か
ら
十
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

 ３
　
①
「
時
間
的
な
水
」（
139
・
11
）、
②
「
空
間
的
な
水
」（
139
・
11
）
と
は
ど

う
い
う
意
味
か
。
次
の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

 

道
し
る
べ
4

　
ア
　
人
に
、
無
限
の
時
間
の
流
れ
を
感
じ
さ
せ
る
水
。

　
イ
　
長
い
歴
史
の
中
で
、
大
切
に
さ
れ
続
け
て
き
た
水
。
　
　
　
　
①
　

　
ウ
　
自
然
の
ま
ま
で
、
人
の
手
を
加
え
て
い
な
い
水
。

　
エ
　
彫
刻
の
よ
う
な
質
感
で
、
空
間
に
位
置
を
占
め
る
水
。
　
　
　
②
　

　
オ
　
規
模
が
大
き
く
、
人
工
の
技
術
の
高
さ
を
示
す
水
。

４
　「
日
本
の
伝
統
の
中
に
噴
水
と
い
う
も
の
は
少
な
い
」（
139
・
12
）
理
由
に
つ

い
て
の
筆
者
の
考
え
を
端
的
に
述
べ
た
一
文
を
抜
き
出
し
、
初
め
の
五
字
を
記

し
な
さ
い
。

５
　「
そ
う
い
う
思
想
は
む
し
ろ
思
想
以
前
の
感
性
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
て
い

た
。」（
141
・
１
）
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

道
し
る
べ
5

①
　「
そ
う
い
う
思
想
」
と
は
ど
の
よ
う
な
考
え
方
か
。
次
の
文
の
空
欄
に
あ

て
は
ま
る
漢
字
二
字
の
語
句
を
考
え
て
答
え
な
さ
い
。

何
事
も

に
あ
る
が
ま
ま
が
よ
い
。

②
　「
思
想
以
前
の
感
性
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
何
か
。
本
文
中
か
ら
十
六

字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
（
句
読
点
も
一
字
に
数
え
ま
す
）。

三

教
科
書

141
ペ
ー
ジ
４
行
目
〜
終
わ
り
で
説
明
さ
れ
て
い
る
、「
鹿
お
ど
し
」

に
つ
い
て
の
筆
者
の
考
え
を
捉
え
よ
う
。

１
　「﹃
鹿
お
ど
し
﹄
は
、
日
本
人
が
水
を
鑑
賞
す
る
行
為
の
極
致
を
表
す
仕
掛
け

だ
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
」（
141
・
７
）
理
由
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
。

空
欄
に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。 

道
し
る
べ
6

水
は
①

が
美
し
い
と
考
え
る

日
本
人
が
水
を
実
感
す
る
の
に
は
、
水
を
見
る
よ
り
も
、②

を
聞
い
て
③

を
感
じ
る
と
い
う
「
鹿
お
ど
し
」
の
仕
掛
け

こ
そ
が
ふ
さ
わ
し
い
か
ら
。

一

日
本
人
と
西
洋
人
が
感
じ
る
、
水
の
美
し
さ
の
違
い
に
つ
い
て
、「
流
れ
（
流

れ
る
）」「
造
型
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
な
が
ら
簡
潔
に
説
明
し
な
さ
い
。

┌�

┐

│�

│

│�

│

└�

┘

学
び
を
広
げ
る

5 ───教科書［p.137〜p.143］　現代文編
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一

教
科
書

137
ペ
ー
ジ
〜

138
ペ
ー
ジ
４
行
目
で
説
明
さ
れ
て
い
る
も
の
の
特
徴
を

捉
え
よ
う
。

１
　
こ
こ
で
は
何
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
か
。
四
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

�

２
　「
鹿
お
ど
し
」
の
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
「
人
生
の
け
だ
る
さ
の
よ
う
な
も
の
」

（
137
・
１
）
を
感
じ
る
の
か
。
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号

で
答
え
な
さ
い
。 
道
し
る
べ
2

　
ア
　
単
純
で
緩
や
か
な
、徒
労
と
も
い
え
る
動
き
の
繰
り
返
し
で
あ
る
と
こ
ろ
。

　
イ
　
緊
張
が
高
ま
っ
た
り
ほ
ど
け
た
り
、
緩
急
の
あ
る
動
き
を
す
る
と
こ
ろ
。

　
ウ
　
自
然
の
、
あ
り
ふ
れ
た
も
の
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
と
こ
ろ
。

　
エ
　
水
が
た
ま
ら
な
け
れ
ば
、
竹
の
シ
ー
ソ
ー
が
動
か
な
い
と
こ
ろ
。

３
　
①
「
緊
張
が
高
ま
り
な
が
ら
」（
137
・
３
）、
②
「
緊
張
が
一
気
に
と
け
て
」

（
137
・
４
）
と
は
そ
れ
ぞ
れ
、竹
の
シ
ー
ソ
ー
が
ど
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
時
か
。

次
の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

①
　
竹
の
ａ

の
一
端
に
つ
い
て
い
る
ｂ

に
、
水
が
ｃ

時
。

②
　
シ
ー
ソ
ー
が
ｄ

時
。

４
　「
鹿
お
ど
し
」
の
動
き
を
端
的
に
表
現
し
た
部
分
を
二
十
八
字
で
抜
き
出
し
、

初
め
と
終
わ
り
の
五
字
ず
つ
を
記
し
な
さ
い
（
句
読
点
も
一
字
に
数
え
ま
す
）。

 

～

５
　「
そ
れ
」（
138
・
１
）
が
指
し
て
い
る
も
の
を
、
本
文
中
か
ら
五
字
で
抜
き
出

し
な
さ
い
。
　
　
　
　
　

道
し
る
べ
3�

６
　「
鹿
お
ど
し
」
と
い
う
仕
掛
け
に
よ
っ
て
何
が
表
現
さ
れ
て
い
る
か
。
本
文

中
か
ら
十
二
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

二

教
科
書

138
ペ
ー
ジ
５
行
目
〜

141
ペ
ー
ジ
３
行
目
で
説
明
さ
れ
て
い
る
、
二
つ

の
も
の
の
対
比
と
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
る
日
本
人
の
感
性
を
捉
え
よ
う
。

１
　「
鹿
お
ど
し
」
と
対
比
的
に
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
次
の

問
い
に
答
え
な
さ
い
。

①
　
何
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
か
。本
文
中
か
ら
二
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　�

道
し
る
べ
1�

文
章
の
理
解
を
深
め
よ
う

何
事
も

に
あ
る
が
ま
ま
が
よ
い
。

②
　「
思
想
以
前
の
感
性
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
何
か
。
本
文
中
か
ら
十
六

字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
（
句
読
点
も
一
字
に
数
え
ま
す
）。

三

教
科
書

141
ペ
ー
ジ
４
行
目
〜
終
わ
り
で
説
明
さ
れ
て
い
る
、「
鹿
お
ど
し
」

に
つ
い
て
の
筆
者
の
考
え
を
捉
え
よ
う
。

１
　「﹃
鹿
お
ど
し
﹄
は
、
日
本
人
が
水
を
鑑
賞
す
る
行
為
の
極
致
を
表
す
仕
掛
け

だ
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
」（
141
・
７
）
理
由
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
。

空
欄
に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。 

道
し
る
べ
6

水
は
①

が
美
し
い
と
考
え
る

日
本
人
が
水
を
実
感
す
る
の
に
は
、
水
を
見
る
よ
り
も
、②

を
聞
い
て
③

を
感
じ
る
と
い
う
「
鹿
お
ど
し
」
の
仕
掛
け

こ
そ
が
ふ
さ
わ
し
い
か
ら
。

一

日
本
人
と
西
洋
人
が
感
じ
る
、
水
の
美
し
さ
の
違
い
に
つ
い
て
、「
流
れ
（
流

れ
る
）」「
造
型
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
な
が
ら
簡
潔
に
説
明
し
な
さ
い
。

┌�

┐

│�

│

│�

│

└�

┘

「
水
の
東
西
」の
中
で
、「
鹿し

し

お
ど
し
」と「
噴
水
」の
よ
う
に
、
対
比

さ
れ
て
い
る
語
句
・
表
現
を
探
し
て

で
囲
み
、
そ
れ
ぞ
れ

線
で
つ
な
ご
う
。

ま
ず
確
認
！
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四

次
の
そ
れ
ぞ
れ
の
文
で
、
︱
︱
線
部
の
語
句
の

使
い
方
と
し
て
正
し
い
ほ
う
を
選
び
、
記
号
で
答

え
な
さ
い
。

①
　
a
　
そ
れ
と
知
れ
た
知
識
を
役
立
て
る
。

　
b
　
見
な
く
て
も
手
触
り
で
、そ
れ
と
知
れ
た
。

�②
　
a
　
無
造
作
に
つ
か
み
取
る
。

　
b
　
無
造
作
な
心
配
り
を
す
る
。

�五

次
の
語
句
を
使
っ
て
、
短
文
を
作
り
な
さ
い
。

①
　
と
り
と
め
も
な
い

②
　
手
荒
い

┌�

┐

│�

│

│�

│

│�

│

│�

│

│�

│

│�

│

└�

┘

┌�

┐

│�

│

│�

│

│�

│

│�

│

│�

│

│�

│

└�

┘

全
体
の
構
成
を
理
解
し
よ
う

一

次
の
空
欄
に
、
本
文
中
の
語
句
を
補
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
ま
と
め
な
さ
い
。

羅
生
門
の
下
で

（
初
め
〜
177
・
4
）

主
人
に
①

を
出
さ
れ
た
下
人
。
→
　
こ
の
ま
ま
で
は
②

を
す
る
か
③

に
な
る
よ
り
外
に
し
か
た
が
な
い
。

→
積
極
的
に
④

す
る
だ
け
の
⑤

が
出
ず
に
い
た
。

老
婆
と
の
出
会
い

（
177
・
5
〜
180
・
8
）

老
婆

・
死
骸
の
中
に
う
ず
く
ま
っ
て
い
た
。

・
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
き
始
め
た
。

下
人

六
分
の
⑥

と
四
分
の
好
奇
心
。

⑥

が
消
え
、
激
し
い
⑦

、

さ
ら
に
は
あ
ら
ゆ
る
⑧

に
対
す
る

反
感
が
強
さ
を
増
す
。

老
婆
の
弁
明

（
180
・
9
〜
183
・
11
）

死
人
の
髪
を
抜
く
こ
と
は
⑨

か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し

②

を
し
な
い
た
め
に
は
⑩

こ
と
だ
。

下
人
の
決
意

（
183
・
12
〜
終
わ
り
）

下
人
の
心
に
、
あ
る

⑤

が
生
ま
れ
て
き
た
。
→「
き
っ
と
、
そ
う
か
。」

老
婆
の
⑪

を
剝
ぎ
取
り
、
夜
の
底
へ
駆
け
下
り
た
。

→
下
人
の
行
方
は
、
誰
も
知
ら
な
い
。

7───教科書［p.172〜p.187］　現代文編
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一

次
の
︱
︱
線
部
の
漢
字
は
読
み
を
、
片
仮
名
は

漢
字
を
書
き
な
さ
い
。

①
　
塗
り
が
剝［
　
　
　
］げ
る
。

②
　
雨
風
の
憂［
　
　
　
］え
が
な
い
。

③
　
わ
ら
草
履［
　
　
　
］を
脱
ぐ
。

④
　
濁［
　
　
　
］っ
た
黄
色
い
光
。

⑤
　
暫
時［
　
　
　
］呼
吸
も
忘
れ
る
。

⑥
　
木
切
れ
を
板
の
間
に
挿［
　
　
　
］す
。

⑦
　
行
く
手
を
塞［
　
　
　
］ぐ
。

⑧
　
口
汚
く
罵［
　
　
　
］る
。

⑨
　
嘲［
　
　
　
］る
よ
う
な
声
。

⑩
　
椅
子
を
蹴
倒［
　
　
　
］す
。

⑪
　
仏
具
を
打
ち
ク
ダ［
　
　
］く
。

⑫
　
石
段
に
シ
リ［
　
　
］を
据
え
る
。

⑬
　
羅
生
門
の
ロ
ウ［
　
　
］の
上
。

⑭
　
タ
チ［
　
　
］を
腰
に
下
げ
る
。

⑮
　
火
の
光
の
及
ぶ
ハ
ン
イ［
　
　
］。

⑯
　
ゴ
ヘ
イ［
　
　
］が
あ
る
言
い
方
。

⑰
　
オ
オ
マ
タ［
　
　
］で
歩
み
寄
る
。

⑱
　
物
音
に
オ
ド
ロ［
　
　
］く
。

⑲
　
両
手
に
ナ
ワ［
　
　
］を
か
け
る
。

⑳
　
お
れ
を
ウ
ラ［
　
　
］む
ま
い
な
。

二

次
の
Ａ
群
と
Ｂ
群
の
漢
字
を
組
み
合
わ
せ
、
二

字
の
熟
語
を
六
語
作
り
な
さ
い
。

Ａ
群
＝
遠
・
侮
・
襟
・
嗅
・
夕
・
衰

Ｂ
群
＝
覚
・
闇
・
微
・
髪
・
蔑
・
慮

［
　
　
　
］［
　
　
　
］

［
　
　
　
］［
　
　
　
］

［
　
　
　
］［
　
　
　
］

三

次
の
文
の
□
に
、（
　
）
内
の
意
味
に
な
る
よ

う
に
、
平
仮
名
を
一
字
ず
つ
入
れ
な
さ
い
。

①
　
選
ん
で
い
る

は
な
い
。

（
選
ん
で
い
る
ひ
ま
は
な
い
）

②
　
慌
て

く
。

（
た
い
へ
ん
慌
て
る
）

③
　
途
方
に

。

（
手
段
が
尽
き
て
迷
う
）

漢
字
・
語
句
を
確
認
し
よ
う

四

次
の
そ
れ
ぞ
れ
の
文
で
、
︱
︱
線
部
の
語
句
の

使
い
方
と
し
て
正
し
い
ほ
う
を
選
び
、
記
号
で
答

え
な
さ
い
。

①
　
a
　
そ
れ
と
知
れ
た
知
識
を
役
立
て
る
。

　
b
　
見
な
く
て
も
手
触
り
で
、そ
れ
と
知
れ
た
。

�②
　
a
　
無
造
作
に
つ
か
み
取
る
。

　
b
　
無
造
作
な
心
配
り
を
す
る
。

�五

次
の
語
句
を
使
っ
て
、
短
文
を
作
り
な
さ
い
。

①
　
と
り
と
め
も
な
い

②
　
手
荒
い

┌�

┐

│�

│

│�

│

│�

│

│�

│

│�

│

│�

│

└�

┘

┌�

┐

│�

│

│�

│

│�

│

│�

│

│�

│

│�

│

└�

┘

目標

検印

 
羅
生
門
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
◆
芥あ

く
た

川が
わ

龍り
ゅ
う

之の

介す
け

教
科
書
P.172
〜
P.187

◉
追
い
つ
め
ら
れ
た
状
況
の
中
で
の
、
人
間
の
考
え
方

や
心
の
動
き
に
つ
い
て
考
え
る
。

◉
場
面
の
推
移
や
比
喩
表
現
に
注
意
し
な
が
ら
、
主
人

公
の
心
理
の
移
り
変
わ
り
を
捉
え
る
。

小
説

小説　羅生門─── 6
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京
都
の
町
が
衰
微
し
て
い
る
中
、
四
、
五
日
前
に
主
人
か
ら
①

を
出

さ
れ
、
さ
し
あ
た
り
②

を
ど
う
に
か

し
よ
う
と
、
途
方
に
く
れ
て
い
る
状
態
。

４
　「
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
を
、
ど
う
に
か
す
る
た
め
に
は
、
手
段
を
選
ん

で
い
る
い
と
ま
は
な
い
。」（
175
・
15
）
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

①
　
下
人
が
最
後
に
た
ど
り
つ
い
た
「
手
段
」
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た

か
。
次
の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
、
本
文
中
か
ら
五
字
で
抜
き
出
し
な

さ
い
。

こ
と
。

②
　
①
の
手
段
を
選
ぶ
こ
と
に
踏
み
切
れ
な
い
の
は
、
下
人
に
何
が
欠
け
て
い

る
か
ら
か
。
本
文
中
か
ら
二
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

�二

教
科
書
176
ペ
ー
ジ
13
行
目
〜
182
ペ
ー
ジ
３
行
目
を
読
ん
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場

面
で
の
下
人
の
心
理
の
変
化
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。

１
　「
そ
の
は
し
ご
の
い
ち
ば
ん
下
の
段
へ
踏
み
か
け
た
。」（
177
・
３
）
と
あ
る
が
、

下
人
は
な
ぜ
、
楼
に
登
ろ
う
と
思
っ
た
の
か
。
次
の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
語
句

を
、
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

　
行
き
所
が
な
く
て
途
方
に
く
れ
て
い
た
下
人
は
、
と
も
か
く
①

の
憂
え
の
な
く
、
②

に
か
か
る
お
そ
れ
の
な
い
、
一
晩
楽
に
寝

ら
れ
そ
う
な
所
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
で
と
も
か
く
も
、
③

�

と
思
っ
た
か
ら
。

２
　「
一
人
の
男
」（
177
・
６
）「
そ
の
男
」（
177
・
７
）
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
下
人

を
「
一
人
の
男
」「
そ
の
男
」
と
言
い
か
え
て
い
る
理
由
と
し
て
適
切
な
も
の

を
次
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア
　
下
人
の
気
分
が
変
化
し
た
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
。

イ
　
か
な
り
の
時
間
が
経
過
し
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
た
め
。

ウ
　
作
者
が
下
人
を
描
く
視
点
を
い
っ
た
ん
切
り
替
え
る
た
め
。

エ
　
場
面
が
楼
の
上
に
変
わ
っ
た
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
。

�３
　「
息
を
殺
し
な
が
ら
、
上
の
様
子
を
う
か
が
っ
て
い
た
。」（
177
・
６
）
と
あ

る
が
、
下
人
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
警
戒
し
て
い
る
の
か
。
次
の
空
欄
に
あ
て
は

ま
る
語
句
を
、
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

　
楼
の
上
に
い
る
の
は
①

ば
か
り
だ
と
た
か
を
く
く
っ
て
い
た

教
科
書
177
ペ
ー
ジ
５
行
目
～
181
ペ
ー
ジ
14
行
目
の
中
か
ら
、「
恐

怖
」「
好
奇
心
」「
憎
悪
」「
悪
」と
い
う
語
句
を
探
し
て

で
囲

も
う
。

ま
ず
確
認
！
②
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一

教
科
書

172
ペ
ー
ジ
〜

176
ペ
ー
ジ
12
行
目
を
読
ん
で
、
物
語
の
舞
台
と
な
っ
た

時
代
や
場
所
、
登
場
す
る
人
物
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。 

道
し
る
べ
1

１
　「
羅
生
門
」
と
い
う
作
品
が
、
ど
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
次

の
よ
う
に
ま
と
め
た
。
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
、
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し

な
さ
い
。

①
　
い
つ

・
時
代
…
「ａ

朝
の
下
人
」
と
あ
り
、
荒
廃
し
た
都
の
様
子
か
ら
、

そ
の
末
期
で
あ
る
と
わ
か
る
。

・
季
節
…
「ｂ

」
と
い
う
虫
の
名
、
さ
ら
に

「ｃ

が
欲
し
い
ほ
ど
の
寒
さ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
晩
秋
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。

・
時
刻
…
冒
頭
に
「ｄ

」と
あ
り
、さ
ら
に
「ｅ

」

と
も
あ
る
の
で
、
夕
方
か
ら
夜
に
な
ろ
う
と
す
る
時
刻
に
、
物
語
が
始
ま
っ

て
い
る
。

②
　
ど
こ
で

・
ｆ

の
ｇ

大
路
に
あ
る
ｈ

の

下
と
楼
上
。

③
　
誰
が

・
主
人
公
は
下
人
で
、
あ
る
主
人
に
ｉ

使
わ
れ
て
い
た
。
右
の

頰
に
ｊ

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
年
齢

は
十
代
後
半
く
ら
い
だ
と
思
わ
れ
る
。

２
　
当
時
、
羅
生
門
は
ど
の
よ
う
な
状
態
と
な
っ
て
い
た
か
。
次
の
空
欄
に
あ
て

は
ま
る
語
句
を
、
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

　
洛ら

く

中ち
ゅ
う

で
す
ら
さ
び
れ
て
い
る
状
況
な
の
で
、
①

を
必
要
と
し

て
も
誰
も
顧
み
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
荒
廃
が
進
み
、
引
き
取
り
手
の
な
い

②

を
捨
て
て
い
く
習
慣
さ
え
で
き
、
人
々
は
気
味
悪
が
っ
て
近
寄

ら
な
く
な
っ
た
。
そ
の
か
わ
り
、

②

を
目
当
て
に
③

が
集
ま
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。

３
　
羅
生
門
の
下
に
腰
を
下
ろ
し
て
い
る
下
人
は
、ど
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
か
。

次
の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
、
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

文
章
の
理
解
を
深
め
よ
う

　
京
都
の
町
が
衰
微
し
て
い
る
中
、
四
、
五
日
前
に
主
人
か
ら
①

を
出

さ
れ
、
さ
し
あ
た
り
②

を
ど
う
に
か

し
よ
う
と
、
途
方
に
く
れ
て
い
る
状
態
。

４
　「
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
を
、
ど
う
に
か
す
る
た
め
に
は
、
手
段
を
選
ん

で
い
る
い
と
ま
は
な
い
。」（
175
・
15
）
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

①
　
下
人
が
最
後
に
た
ど
り
つ
い
た
「
手
段
」
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た

か
。
次
の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
、
本
文
中
か
ら
五
字
で
抜
き
出
し
な

さ
い
。

こ
と
。

②
　
①
の
手
段
を
選
ぶ
こ
と
に
踏
み
切
れ
な
い
の
は
、
下
人
に
何
が
欠
け
て
い

る
か
ら
か
。
本
文
中
か
ら
二
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

�二

教
科
書

176
ペ
ー
ジ
13
行
目
〜

182
ペ
ー
ジ
３
行
目
を
読
ん
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場

面
で
の
下
人
の
心
理
の
変
化
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。

１
　「
そ
の
は
し
ご
の
い
ち
ば
ん
下
の
段
へ
踏
み
か
け
た
。」（
177
・
３
）
と
あ
る
が
、

下
人
は
な
ぜ
、
楼
に
登
ろ
う
と
思
っ
た
の
か
。
次
の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
語
句

を
、
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

　
行
き
所
が
な
く
て
途
方
に
く
れ
て
い
た
下
人
は
、
と
も
か
く
①

の
憂
え
の
な
く
、
②

に
か
か
る
お
そ
れ
の
な
い
、
一
晩
楽
に
寝

ら
れ
そ
う
な
所
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
で
と
も
か
く
も
、
③

と
思
っ
た
か
ら
。

２
　「
一
人
の
男
」（
177
・
６
）「
そ
の
男
」（
177
・
７
）
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
下
人

を
「
一
人
の
男
」「
そ
の
男
」
と
言
い
か
え
て
い
る
理
由
と
し
て
適
切
な
も
の

を
次
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア
　
下
人
の
気
分
が
変
化
し
た
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
。

イ
　
か
な
り
の
時
間
が
経
過
し
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
た
め
。

ウ
　
作
者
が
下
人
を
描
く
視
点
を
い
っ
た
ん
切
り
替
え
る
た
め
。

エ
　
場
面
が
楼
の
上
に
変
わ
っ
た
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
。

�３
　「
息
を
殺
し
な
が
ら
、
上
の
様
子
を
う
か
が
っ
て
い
た
。」（
177
・
６
）
と
あ

る
が
、
下
人
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
警
戒
し
て
い
る
の
か
。
次
の
空
欄
に
あ
て
は

ま
る
語
句
を
、
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

　
楼
の
上
に
い
る
の
は
①

ば
か
り
だ
と
た
か
を
く
く
っ
て
い
た

教
科
書
172
ペ
ー
ジ
～
176
ペ
ー
ジ
12
行
目
の
中
か
ら
、
物
語
の
時

代
・
季
節
・
時
刻
が
わ
か
る
言
葉
を
探
し
て

で
囲
も
う
。

ま
ず
確
認
！
①
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ア
　「
悪
」
を
見
据
え
る
こ
と
で
、「
善
」
を
呼
び
起
こ
し
た
い
気
持
ち
。

イ
　「
悪
」
を
憎
む
こ
と
で
、
恐
怖
心
を
克
服
し
た
い
気
持
ち
。

ウ
　
何
が
「
悪
」
で
何
が
「
善
」
な
の
か
を
、
理
屈
で
理
解
し
た
い
気
持
ち
。

エ
　
老
婆
の
「
悪
」
を
責
め
る
こ
と
で
、
自
分
を
正
当
化
し
た
い
気
持
ち
。

�９
　「
下
人
は
、
老
婆
を
突
き
放
す
と
、
い
き
な
り
、
太
刀
の
鞘さ

や

を
払
っ
て
、
白

い
鋼
の
色
を
、
そ
の
目
の
前
へ
突
き
つ
け
た
。」（
181
・
６
）
に
つ
い
て
、
次
の

問
い
に
答
え
な
さ
い
。

①
　「
白
い
鋼
の
色
を
、
そ
の
目
の
前
へ
突
き
つ
け
た
」
と
い
う
表
現
と
同
じ

種
類
の
表
現
技
法
を
用
い
て
い
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で

答
え
な
さ
い
。

ア
　
友
人
と
一
緒
に
、
ご
は
ん
を
食
べ
に
出
か
け
た
。

イ
　
今
の
彼
の
心
は
、
激
し
く
燃
え
る
炎
で
あ
る
。

ウ
　
少
女
の
頰
は
、
ま
る
で
磨
い
た
陶
磁
器
の
よ
う
だ
っ
た
。

エ
　
春
風
に
吹
か
れ
て
、
木
々
が
楽
し
げ
に
騒
い
で
い
る
。�

②
　
こ
の
時
の
下
人
の
心
を
占
め
て
い
た
内
容
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
の
中

か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

道
し
る
べ
2

ア
　
老
婆
を
問
い
た
だ
す
立
場
に
身
を
置
い
た
優
越
感
。

イ
　
老
婆
の
行
為
の
善
悪
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
探
求
心
。

ウ
　
老
婆
を
驚
か
せ
て
や
ろ
う
と
い
う
子
ど
も
っ
ぽ
い
い
た
ず
ら
心
。

エ
　
老
婆
に
腕
力
で
負
け
て
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
対
抗
意
識
。�

10
　「
そ
う
し
て
こ
の
意
識
は
、
今
ま
で
険
し
く
燃
え
て
い
た
憎
悪
の
心
を
、
い

つ
の
間
に
か
冷
ま
し
て
し
ま
っ
た
。」（
181
・
10
）
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答

え
な
さ
い
。

①
　「
こ
の
意
識
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
識
の
こ
と
か
。
次
の
空
欄
に
あ
て
は

ま
る
語
句
を
、
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

　
自
分
の
意
志
が
老
婆
の
ａ

を
ｂ

し
て
い
る
と

い
う
意
識
。

②
　
下
人
の
「
憎
悪
の
心
」
が
こ
の
よ
う
に
冷
め
た
理
由
と
し
て
適
切
な
も
の

を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア
　
下
人
に
は
老
婆
を
憎
む
理
由
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
か
ら
。

イ
　
老
婆
の
生
死
を
支
配
し
た
こ
と
で
満
足
し
た
か
ら
。

ウ
　
老
婆
が
屈
服
し
、
自
分
の
行
為
を
反
省
し
た
か
ら
。

エ
　
下
人
の
心
に
老
婆
に
対
す
る
同
情
が
生
ま
れ
た
か
ら
。�

三

教
科
書

182
ペ
ー
ジ
４
行
目
〜

183
ペ
ー
ジ
11
行
目
を
読
ん
で
、老
婆
の
弁
明
と
、

そ
れ
に
対
す
る
下
人
の
心
の
動
き
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。

１
　「
か
つ
ら
に
し
ょ
う
と
思
う
た
」（
182
・
９
）
と
い
う
老
婆
の
答
え
を
聞
い
た

下
人
は
、
ま
ず
ど
う
思
っ
た
か
。
次
の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
本
文
中
か

ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

　
老
婆
の
答
え
が
、
予
想
外
に
①

で
あ
っ
た
た
め
、
そ
れ
ま
で

抱
い
て
い
た
好
奇
心
を
満
た
さ
れ
ず
、
②

し
た
。
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が
、
そ
こ
で
②

を
と
ぼ
し
て
い
る
、
③

で
は

な
い
と
思
わ
れ
る
人
物
が
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
か
ら
。

４
　「
楼
の
内
を
の
ぞ
い
て
み
た
」（
178
・
１
）
下
人
は
、
床
の
上
に
転
が
っ
て
い

る
死
人
を
見
て
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
と
感
じ
た
か
。
次
の
空
欄
に
あ
て
は
ま

る
語
句
を
、
本
文
中
か
ら
十
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

の
よ
う
な
も
の
。

５
　「
初
め
て
、
そ
の
死
骸
の
中
に
う
ず
く
ま
っ
て
い
る
人
間
を
見
た
」（
178
・

14
）
時
の
下
人
の
心
理
を
表
し
た
語
句
を
、
本
文
中
か
ら
十
二
字
で
抜
き
出
し

な
さ
い
。 

道
し
る
べ
2

�６
　
老
婆
が
死
体
の
「
髪
の
毛
を
一
本
ず
つ
抜
き
始
め
た
」（
179
・
８
）
の
を
見

た
下
人
の
心
理
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

道
し
る
べ
2

①
　
下
人
の
気
持
ち
は
、
ま
ず
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
。
次
の
空
欄
に
あ
て

は
ま
る
語
句
を
、
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

が
少
し
ず
つ
消
え
て
い
っ
た
。

②
　
な
ぜ
そ
う
な
っ
た
の
か
。理
由
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア
　
老
婆
が
自
分
に
危
害
を
加
え
そ
う
も
な
か
っ
た
か
ら
。

イ
　
老
婆
が
何
を
し
て
い
る
か
が
具
体
的
に
わ
か
っ
た
か
ら
。

ウ
　
老
婆
が
狐こ

狸り

や
盗
人
で
は
な
い
と
わ
か
っ
た
か
ら
。

エ
　
老
婆
が
自
分
に
は
何
の
関
心
も
示
さ
な
か
っ
た
か
ら
。�

③
　
①
の
変
化
と
と
も
に
、
下
人
の
心
に
は
ど
の
よ
う
な
感
情
が
わ
き
起
こ
っ

た
か
。
次
の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
、本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

　
こ
の
老
婆
に
対
す
る
激
し
い
ａ

、
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、

あ
ら
ゆ
る
ｂ

に
対
す
る
反
感
が
強
さ
を
増
し
て
き
た
。

７
　「
こ
の
男
の
悪
を
憎
む
心
は
、
老
婆
の
床
に
挿
し
た
松
の
木
切
れ
の
よ
う
に
、

勢
い
よ
く
燃
え
上
が
り
だ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。」（
179
・
15
）
と
あ
る
が
、
こ

の
よ
う
な
感
情
の
動
き
の
背
景
に
あ
る
も
の
は
何
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
。
次
の

中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア
　
下
人
自
身
も
ま
た
、
盗
人
に
な
る
し
か
な
い
と
い
う
状
況
。

イ
　
い
っ
た
ん
は
老
婆
に
対
し
て
、
恐
怖
心
を
抱
い
た
と
い
う
経
験
。

ウ
　
猿
の
よ
う
な
老
婆
の
醜
い
外
見
。

エ
　
死
体
の
髪
の
毛
を
抜
く
と
い
う
、
理
由
の
わ
か
ら
な
い
行
為
。�

８
　
老
婆
の
行
為
を
「
許
す
べ
か
ら
ざ
る
悪
で
あ
っ
た
」（
180
・
６
）
と
決
め
つ

け
た
こ
と
の
裏
に
は
、
下
人
の
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。
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エ
　
敏び

ん

捷し
ょ
う

で
生
命
力
を
感
じ
さ
せ
る
イ
メ
ー
ジ
。

�

①

　
　
②

五

教
科
書

183
ペ
ー
ジ
12
行
目
〜

185
ペ
ー
ジ
を
読
ん
で
、
最
後
に
下
人
が
ど
の
よ

う
な
考
え
に
至
っ
た
か
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。

１
　「
下
人
の
心
に
は
、
あ
る
勇
気
が
生
ま
れ
て
き
た
。」（
183
・
15
）
と
あ
る
が
、

そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
勇
気
か
。
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号

で
答
え
な
さ
い
。 

道
し
る
べ
5

ア
　
生
き
る
た
め
に
は
手
段
を
選
ば
な
い
と
決
意
す
る
勇
気
。

イ
　
老
婆
よ
り
も
強
く
生
き
て
や
ろ
う
と
す
る
勇
気
。

ウ
　
飢
え
死
に
を
い
と
わ
な
い
で
生
き
る
と
い
う
勇
気
。

エ
　
老
婆
の
こ
と
を
見
逃
し
て
や
ろ
う
と
す
る
勇
気
。�

２
　「
き
っ
と
、
そ
う
か
。」（
184
・
６
）
と
あ
る
が
、
下
人
は
何
を
確
か
め
よ
う

と
し
た
の
か
。
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア
　
老
婆
が
語
っ
た
具
体
例
の
真
偽
。

イ
　
生
き
延
び
る
た
め
に
は
多
少
の
悪
は
許
さ
れ
る
と
い
う
老
婆
の
論
理
。

ウ
　
他
人
に
危
害
を
及
ぼ
し
て
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
老
婆
の
弁
明
。

エ
　
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く
老
婆
の
本
当
の
目
的
。�

３
　「
夜
の
底
」（
184
・
15
）
と
い
う
表
現
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
象
徴
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
か
。
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な

さ
い
。

ア
　
下
人
が
こ
れ
か
ら
生
き
る
、
た
く
ま
し
く
お
お
ら
か
な
世
界
。

イ
　
未
来
に
は
飢
え
死
に
し
か
な
い
、
暗
く
て
恐
ろ
し
い
世
界
。

ウ
　
も
ち
つ
も
た
れ
つ
の
人
間
関
係
が
支
配
す
る
世
界
。

エ
　
下
人
が
こ
れ
か
ら
生
き
る
は
ず
の
過
酷
で
混こ

ん

沌と
ん

と
し
た
世
界
。�

一

①
「
こ
の
老
婆
を
捕
ら
え
た
時
の
勇
気
」（

184
・
１
）、
②
「
全
然
、
反
対
な

方
向
に
動
こ
う
と
す
る
勇
気
」（

184
・
２
）
と
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
勇
気
の

違
い
に
つ
い
て
、「
悪
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
説
明
し
な
さ
い
。

二

下
人
は
、
羅
生
門
で
老
婆
と
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
に
対
し
て
ど
の

よ
う
な
見
方
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
。
説
明
し
な
さ
い
。

┌�

┐

│�

│

│�

│

│�

│

│�

│

│�

│

│�

│

│�

│

│�

│

│�

│

│�

│

└�

┘

┌�

┐

│�

│

│�

│

│�

│

│�

│

│�

│

│�

│

│�

│

└�

┘

学
び
を
広
げ
る
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２
　
老
婆
の
答
え
を
聞
い
た
下
人
が
「
冷
や
や
か
な
侮
蔑
」（
182
・
11
）
を
感
じ

た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
時
の
下
人
の
気
持
ち
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か

ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア
　
自
分
と
同
じ
人
間
で
も
、
こ
れ
ほ
ど
の
悪
に
染
ま
る
こ
と
が
あ
る
の
か
。

イ
　
い
か
に
も
現
実
的
な
考
え
方
で
、
反
論
の
し
よ
う
が
な
い
。

ウ
　
自
分
が
考
え
も
し
な
か
っ
た
方
法
で
、
生
き
抜
い
て
い
る
人
間
が
い
る
。

エ
　
こ
の
老
婆
も
ま
た
、
自
分
と
同
じ
状
況
に
あ
る
人
間
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

�３
　
老
婆
は
「
死し

人び
と

の
髪
の
毛
を
抜
く
」（
182
・
15
）
と
い
う
自
分
の
行
為
を
ど

の
よ
う
に
正
当
化
し
て
い
る
か
。
次
の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
本
文
中
か

ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。 

道
し
る
べ
3

　
羅
生
門
の
楼
の
上
に
い
る
死
人
は
、
み
な
髪
の
毛
を
抜
か
れ
る
く
ら
い
の
こ

と
を
さ
れ
て
も
①

に
見
て
く
れ
る
よ
う
な
「
悪
」
に
染
ま
っ
た

人
間
ば
か
り
だ
。
ま
た
、
自
分
の
行
為
は
「
悪
」
に
違
い
な
い
と
し
て
も
、
そ

れ
を
し
な
け
れ
ば
②

を
す
る
の
だ
か
ら
し
か
た
が

な
い
。

四

教
科
書

177
ペ
ー
ジ
５
行
目
〜

182
ペ
ー
ジ
14
行
目
を
読
ん
で
、
動
物
を
使
っ
た

比
喩
表
現
が
表
す
も
の
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。 

道
し
る
べ
4

１
　
下
人
の
行
動
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
動
物
を
使
っ
た
比
喩
表
現
を
、
教

科
書
177
ペ
ー
ジ
か
ら
二
つ
、
出
て
く
る
順
に
指
定
字
数
で
抜
き
出
し
、
そ
れ
ぞ

れ
の
最
初
の
三
字
を
記
し
な
さ
い
。

①
十
字
　

　
　
②
十
三
字
　

２
　
老
婆
の
行
動
や
様
子
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
動
物
を
使
っ
た
比
喩
表
現

を
、
教
科
書
178
ペ
ー
ジ
か
ら
182
ペ
ー
ジ
の
中
か
ら
六
つ
、
出
て
く
る
順
に
指
定

字
数
で
抜
き
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
最
初
の
三
字
を
記
し
な
さ
い
。

①
七
字
　
　

　
　
②
十
七
字
　
　

③
十
六
字
　

　
　
④
二
十
一
字
　

⑤
十
字
　
　

　
　
⑥
十
字
　
　
　

３
　
①
下
人
を
た
と
え
た
動
物
と
、
②
老
婆
を
た
と
え
た
動
物
が
連
想
さ
せ
る
内

容
に
あ
て
は
ま
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア
　
人
間
に
近
い
賢
さ
を
感
じ
さ
せ
る
イ
メ
ー
ジ
。

イ
　
お
び
え
た
イ
メ
ー
ジ
や
緊
張
感
。

ウ
　
不
快
な
イ
メ
ー
ジ
や
弱
肉
強
食
の
世
界
。

教
科
書
177
ペ
ー
ジ
～
182
ペ
ー
ジ
の
中
に
出
て
く
る
、
動
物
を
使
っ

た
比
喩
表
現
に
線
を
引
こ
う
。

ま
ず
確
認
！
③
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一

次
の
︱
︱
線
部
の
読
み
を
現
代
仮
名
遣
い
の
平

仮
名
で
書
き
な
さ
い
。

①
　
児
の
そ
ら
寝�

［
　
　
　
　
］

②
　
寝
た
る
由�

［
　
　
　
　
］

③
　
待
ち
ゐ
た
る�

［
　
　
　
　
］

④
　
ひ
と
こ
ゑ�

［
　
　
　
　
］

⑤
　
を
さ
な
き
人�

［
　
　
　
　
］

二

次
の
︱
︱
線
部
の
語
句
の
本
文
中
の
意
味
と
し

て
適
切
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
あ
と
か
ら
選
び
、
記

号
で
答
え
な
さ
い
。

①
　
お
ど
ろ
か
せ
た
ま
へ
。（
213
・
上
３
）

ア
　
驚
い
て
く
だ
さ
い
ま
せ

イ
　
目
を
お
覚
ま
し
な
さ
い
ま
せ

ウ
　
お
気
づ
き
な
さ
い

一

「
こ
の
児
、
心
寄
せ
に
聞
き
け
り
。」（

212
・
上
４
）
と
あ
る
が
、
児
は
何
と

聞
い
た
の
か
。
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

二

児
は
一
を
聞
い
て
、
ど
の
よ
う
に
思
い
、
何
を
し
た
か
。
次
の
［
　
　
］
に

あ
て
は
ま
る
語
句
を
、
現
代
語
訳
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

 

道
し
る
べ
2

　
ぼ
た
餠
の
で
き
あ
が
り
を
、
い
か
に
も
待
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
起
き
て
い

る
の
も
、
①［

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
］と
思
っ

て
、
部
屋
の
片
隅
で
②［

　
　
　
　
　
］を
し
た
。

三

「
待
ち
ゐ
た
る
に
、」（

213
・
上
２
）
と
あ
る
が
、
児
が
待
ち
な
が
ら
心
の
中

で
思
っ
て
い
た
こ
と
を
、
本
文
中
か
ら
十
三
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

�

四

次
の
︱
︱
線
部
の
主
語
は
、
ア
児
、
イ
僧
た
ち
、
の
ど
ち
ら
か
。
そ
れ
ぞ
れ

記
号
で
答
え
な
さ
い
。

①
　「
う
れ
し
と
は
思
へ
ど
も
、」（
213
・
上
４
）�

┌�

┐

│�

│

│�

│

└�

┘

②
　「
た
だ
一
度
に
い
ら
へ
む
も
、」（
213
・
上
４
）�

③
　「
待
ち
け
る
か
と
も
ぞ
思
ふ
」（
214
・
上
１
）�

④
　「
念
じ
て
寝
た
る
」（
214
・
上
２
）�

五

現
代
語
訳
の
「
お
起
こ
し
申
し
あ
げ
る
な
」（

214
・
下
５
）
に
あ
た
る
部
分
を
、

本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

六

「
ひ
し
ひ
し
」（

214
・
上
８
）
と
は
、
何
の
音
か
。
本
文
中
か
ら
六
字
で
抜

き
出
し
な
さ
い
。

�

七

「
僧
た
ち
笑
ふ
こ
と
限
り
な
し
。」（

214
・
上
11
）
と
あ
る
が
、
僧
た
ち
は
な

ぜ
笑
っ
た
の
か
。
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ

い
。 

道
し
る
べ
3

ア
　
児
が
、
寝
言
を
言
っ
た
と
思
っ
た
か
ら
。

イ
　
児
が
、
夢
の
中
で
返
事
を
し
た
と
思
っ
た
か
ら
。

ウ
　「
え
い
。」
と
い
う
声
が
、
突
拍
子
も
な
か
っ
た
か
ら
。

エ
　
児
が
寝
た
ふ
り
を
し
て
い
た
と
わ
か
っ
て
、
滑こ

っ

稽け
い

だ
っ
た
か
ら
。

�

┌�

┐

│�

│

│�

│

└�

┘

文
章
の
理
解
を
深
め
よ
う
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一

次
の
︱
︱
線
部
の
読
み
を
現
代
仮
名
遣
い
の
平

仮
名
で
書
き
な
さ
い
。

①
　
児
の
そ
ら
寝�

［
　
　
　
　
］

②
　
寝
た
る
由�

［
　
　
　
　
］

③
　
待
ち
ゐ
た
る�

［
　
　
　
　
］

④
　
ひ
と
こ
ゑ�

［
　
　
　
　
］

⑤
　
を
さ
な
き
人�

［
　
　
　
　
］

二

次
の
︱
︱
線
部
の
語
句
の
本
文
中
の
意
味
と
し

て
適
切
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
あ
と
か
ら
選
び
、
記

号
で
答
え
な
さ
い
。

①
　
お
ど
ろ
か
せ
た
ま
へ
。（
213
・
上
３
）

ア
　
驚
い
て
く
だ
さ
い
ま
せ

イ
　
目
を
お
覚
ま
し
な
さ
い
ま
せ

ウ
　
お
気
づ
き
な
さ
い

②
　
た
だ
一
度
に
い
ら
へ
む
も
、（
213
・
上
４
）

ア
　
返
事
を
す
る
の
も

イ
　
起
き
上
が
る
の
も

ウ
　
食
べ
て
し
ま
う
の
も

③
　
念
じ
て
寝
た
る
ほ
ど
に
、（
214
・
上
２
）

ア
　
思
い
込
ん
で

イ
　
祈
っ
て

ウ
　
じ
っ
と
我
慢
し
て

④
　
あ
な
、
わ
び
し
と
思
ひ
て
、（
214
・
上
６
）

ア
　
困
っ
た

イ
　
憎
ら
し
い

ウ
　
も
の
悲
し
い

三

次
の
︱
︱
線
部
を
、
現
代
仮
名
遣
い
に
直
し
て

全
て
平
仮
名
で
書
き
な
さ
い
。

 

道
し
る
べ
1
　

古
文
の
と
び
ら
1

①
　
か
い
も
ち
ひ
せ
む
。（
212
・
上
３
）

�

［
　
　
　
　
］

②
　
も
の
申
し
さ
ぶ
ら
は
む
、（
213
・
上
３
）

�

［
　
　
　
　
］

③
　
一
度
に
い
ら
へ
む（
213
・
上
４
）

�

［
　
　
　
　
］

④
　
食
ひ
に
食
ふ
音（
214
・
上
８
）

�

［
　
　
　
　
］

四

次
の
（
　
）
に
省
略
さ
れ
て
い
る
助
詞
を
あ
と

の
【
　
】
の
中
か
ら
選
び
、
書
き
な
さ
い
。

 

古
文
の
と
び
ら
1

　
僧
た
ち
（
　
）、よ
ひ
の
つ
れ
づ
れ
に
、「
い
ざ
、

か
い
も
ち
ひ
（
　
）
せ
む
。」
と
言
ひ
け
る
を
、

こ
の
児
（
　
）、
心
寄
せ
に
聞
き
け
り
。

︻
　
は
　
　
が
　
　
も
　
　
を
　
　
と
　
︼

語
句
・
文
法
を
理
解
し
よ
う

②
　「
た
だ
一
度
に
い
ら
へ
む
も
、」（
213
・
上
４
）�

③
　「
待
ち
け
る
か
と
も
ぞ
思
ふ
」（
214
・
上
１
）�

④
　「
念
じ
て
寝
た
る
」（
214
・
上
２
）�

五

現
代
語
訳
の
「
お
起
こ
し
申
し
あ
げ
る
な
」（

214
・
下
５
）
に
あ
た
る
部
分
を
、

本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

六

「
ひ
し
ひ
し
」（

214
・
上
８
）
と
は
、
何
の
音
か
。
本
文
中
か
ら
六
字
で
抜

き
出
し
な
さ
い
。

�

七

「
僧
た
ち
笑
ふ
こ
と
限
り
な
し
。」（

214
・
上
11
）
と
あ
る
が
、
僧
た
ち
は
な

ぜ
笑
っ
た
の
か
。
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ

い
。 

道
し
る
べ
3

ア
　
児
が
、
寝
言
を
言
っ
た
と
思
っ
た
か
ら
。

イ
　
児
が
、
夢
の
中
で
返
事
を
し
た
と
思
っ
た
か
ら
。

ウ
　「
え
い
。」
と
い
う
声
が
、
突
拍
子
も
な
か
っ
た
か
ら
。

エ
　
児
が
寝
た
ふ
り
を
し
て
い
た
と
わ
か
っ
て
、
滑こ

っ

稽け
い

だ
っ
た
か
ら
。

�

┌�

┐

│�

│

│�

│

└�

┘

目標

検印

 
児
の
そ
ら
寝
　宇
治
拾
遺
物
語

◉
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
注
意
し
な
が
ら
音
読
し
、
児
と

僧
た
ち
の
思
い
を
読
み
取
る
。

古
文
入
門

教
科
書

P.212
〜

P.215

古文入門　児のそら寝─── 14

29Meikai_P02-21_seki.indd   14 2016/03/16   20:46



一

次
の
︱
︱
線
部
の
読
み
を
現
代
仮
名
遣
い
の
平

仮
名
で
書
き
な
さ
い
。

①
　
せ
う
と�

［
　
　
　
　
］

②
　
僧
正�

［
　
　
　
　
］

③
　
き
は
め
て�

［
　
　
　
　
］

④
　
悪
し
き�

［
　
　
　
　
］

⑤
　
傍
ら�

［
　
　
　
　
］

⑥
　
切
り
く
ひ�

［
　
　
　
　
］

二

次
の
︱
︱
線
部
の
語
句
の
本
文
中
の
意
味
と
し

て
適
切
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
あ
と
か
ら
選
び
、
記

号
で
答
え
な
さ
い
。

①
　
良
覚
僧
正
と
聞
こ
え
し
は
、（
222
・
１
）

ア
　
覚
え
て
い
る
方

一

「
公
世
の
二
位
」
と
「
良
覚
僧
正
」
と
は
ど
う
い
う
関
係
か
。
二
字
で
答
え

な
さ
い
。

�

二

「
か
の
木
」（

222
・
４
）
と
は
、
何
を
指
し
て
い
る
か
。
本
文
中
か
ら
七
字

で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

�

三

「
い
よ
い
よ
腹
立
ち
て
、」（

222
・
５
）
と
あ
る
が
誰
が
腹
を
立
て
た
の
か
。

次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア
　
公
世
の
二
位
　
　
イ
　
良
覚
僧
正

ウ
　
人
　
　
　
　
　
　
エ
　
榎
の
木

四

良
覚
僧
正
の
人
柄
を
表
し
て
い
る
部
分
を
本
文
中
か
ら
十
字
以
内
で
抜
き
出

し
な
さ
い
。

�

五

良
覚
僧
正
の
呼
び
名
は
ど
う
変
わ
っ
た
か
。
順
に
書
き
な
さ
い
。

 

道
し
る
べ
1

［
　
　
　
　
　
　
　
　
］→［
　
　
　
　
　
　
　
　
］→［
　
　
　
　
　
　
　
　
］

六

人
々
は
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
か
ら
良
覚
僧
正
に
あ
だ
名
を
つ
け
た
と
考
え
ら

れ
る
か
。
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

 

道
し
る
べ
3

ア
　
何
事
に
も
怒
り
っ
ぽ
い
僧
正
に
親
し
み
を
も
ち
な
が
ら
か
ら
か
う
気
持
ち
。

イ
　
何
事
に
も
怒
り
っ
ぽ
い
僧
正
を
嫌
い
た
し
な
め
る
気
持
ち
。

ウ
　
何
事
に
も
気
難
し
い
僧
正
に
何
と
か
喜
ん
で
も
ら
お
う
と
い
う
気
持
ち
。

エ
　
何
事
に
も
真
剣
に
取
り
組
む
僧
正
を
深
く
尊
敬
す
る
気
持
ち
。

�七

こ
の
話
の
お
も
し
ろ
さ
は
ど
う
い
う
点
に
あ
る
か
。
次
の
中
か
ら
適
切
な
も

の
を
二
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア
　
僧
の
最
高
位
に
あ
る
良
覚
僧
正
が
、
身
分
の
低
い
者
に
次
々
に
や
り
こ
め

ら
れ
る
点
。

イ
　
世せ

俗ぞ
く

の
こ
と
を
超
越
し
た
は
ず
の
僧
正
が
、
あ
だ
名
を
つ
け
ら
れ
た
く
ら

い
で
む
き
に
な
る
点
。

ウ
　
人
々
が
、
最
高
位
に
あ
る
良
覚
僧
正
に
、
あ
え
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
あ
だ

名
を
考
え
て
い
る
点
。

エ
　
僧
の
最
高
位
に
あ
る
僧
正
と
庶
民
が
、
ど
ち
ら
が
機
知
に
富
ん
で
い
る
か

競
い
合
う
点
。

オ
　
僧
の
最
高
位
で
あ
る
僧
正
に
、
庶
民
が
次
か
ら
次
へ
と
あ
だ
名
を
つ
け
て

い
く
点
。

�

　

文
章
の
理
解
を
深
め
よ
う
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一

次
の
︱
︱
線
部
の
読
み
を
現
代
仮
名
遣
い
の
平

仮
名
で
書
き
な
さ
い
。

①
　
せ
う
と�

［
　
　
　
　
］

②
　
僧
正�

［
　
　
　
　
］

③
　
き
は
め
て�

［
　
　
　
　
］

④
　
悪
し
き�

［
　
　
　
　
］

⑤
　
傍
ら�

［
　
　
　
　
］

⑥
　
切
り
く
ひ�

［
　
　
　
　
］

二

次
の
︱
︱
線
部
の
語
句
の
本
文
中
の
意
味
と
し

て
適
切
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
あ
と
か
ら
選
び
、
記

号
で
答
え
な
さ
い
。

①
　
良
覚
僧
正
と
聞
こ
え
し
は
、（
222
・
１
）

ア
　
覚
え
て
い
る
方

イ
　
申
し
あ
げ
た
方

ウ
　
評
判
に
な
っ
た
方

②
　
き
は
め
て
腹
悪
し
き
人
な
り
け
り
。（
222
・
１
）

ア
　
怒
り
っ
ぽ
い
人

イ
　
腹
黒
い
人

ウ
　
み
に
く
い
人

③
　
こ
の
名
し
か
る
べ
か
ら
ず
。（
222
・
４
）

ア
　
さ
し
つ
か
え
な
い

イ
　
立
派
だ

ウ
　
よ
く
な
い

三

次
の
︱
︱
線
部
の
動
詞
の
ａ
終
止
形
、
ｂ
活
用

の
種
類
を
答
え
な
さ
い
。 

古
文
の
と
び
ら
1

①
　
か
の
木
を
切
ら
れ
に
け
り
。（
222
・
４
）

ａ［
　
　
　
　
　
］�
ｂ［
　
　
　
　
　
　
活
用
］

②
　
掘
り
捨
て
た
り
け
れ
ば
、（
223
・
１
）

ａ［
　
　
　
　
　
］�

ｂ［
　
　
　
　
　
　
活
用
］

四

次
の
︱
︱
線
部
の
語
句
の
ａ
品
詞
名
、
ｂ
こ
こ

で
の
活
用
形
を
答
え
な
さ
い
。 

古
文
の
と
び
ら
1

①
　
き
は
め
て
腹
悪
し
き
人（
222
・
１
）

ａ［
　
　
　
　
　
　
］�

ｂ［
　
　
　
　
　
　
形
］

②
　
腹
立
ち
て
、（
223
・
１
）

ａ［
　
　
　
　
　
　
］�

ｂ［
　
　
　
　
　
　
形
］

③
　
大
き
な
る
堀
に
て（
223
・
１
）

ａ［
　
　
　
　
　
　
］�

ｂ［
　
　
　
　
　
　
形
］

五

次
の
各
文
の
助
動
詞「
け
り
」の
活
用
形
を
答
え

な
さ
い
。 

古
文
の
と
び
ら
2

①
　「
榎え

の
木
の
僧
正
」と
ぞ
言
ひ
け
る
。（
222
・
３
）

�

［
　
　
　
　
　
　
形
］

②
　
か
の
木
を
切
ら
れ
に
け
り
。（
222
・
４
）

�

［
　
　
　
　
　
　
形
］

③
　
そ
の
根
の
あ
り
け
れ
ば
、（
222
・
５
）

�

［
　
　
　
　
　
　
形
］

語
句
・
文
法
を
理
解
し
よ
う

六

人
々
は
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
か
ら
良
覚
僧
正
に
あ
だ
名
を
つ
け
た
と
考
え
ら

れ
る
か
。
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

 

道
し
る
べ
3

ア
　
何
事
に
も
怒
り
っ
ぽ
い
僧
正
に
親
し
み
を
も
ち
な
が
ら
か
ら
か
う
気
持
ち
。

イ
　
何
事
に
も
怒
り
っ
ぽ
い
僧
正
を
嫌
い
た
し
な
め
る
気
持
ち
。

ウ
　
何
事
に
も
気
難
し
い
僧
正
に
何
と
か
喜
ん
で
も
ら
お
う
と
い
う
気
持
ち
。

エ
　
何
事
に
も
真
剣
に
取
り
組
む
僧
正
を
深
く
尊
敬
す
る
気
持
ち
。

�七

こ
の
話
の
お
も
し
ろ
さ
は
ど
う
い
う
点
に
あ
る
か
。
次
の
中
か
ら
適
切
な
も

の
を
二
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア
　
僧
の
最
高
位
に
あ
る
良
覚
僧
正
が
、
身
分
の
低
い
者
に
次
々
に
や
り
こ
め

ら
れ
る
点
。

イ
　
世せ

俗ぞ
く

の
こ
と
を
超
越
し
た
は
ず
の
僧
正
が
、
あ
だ
名
を
つ
け
ら
れ
た
く
ら

い
で
む
き
に
な
る
点
。

ウ
　
人
々
が
、
最
高
位
に
あ
る
良
覚
僧
正
に
、
あ
え
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
あ
だ

名
を
考
え
て
い
る
点
。

エ
　
僧
の
最
高
位
に
あ
る
僧
正
と
庶
民
が
、
ど
ち
ら
が
機
知
に
富
ん
で
い
る
か

競
い
合
う
点
。

オ
　
僧
の
最
高
位
で
あ
る
僧
正
に
、
庶
民
が
次
か
ら
次
へ
と
あ
だ
名
を
つ
け
て

い
く
点
。

�

　

目標

検印
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一

次
の
空
欄
Ａ
〜
Ｅ
に
入
る
適
切
な
語
句
を
あ
と

か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

●
「
百
聞
不
如
一
見
」
の
よ
う
な
中
国
の
文
章
を
日

本
語
と
し
て
読
む
た
め
に
、
昔
の
日
本
の
人
々
は
読

む
順
序
を
示
す
記
号
で
あ
る

Ａ

や
、
句
読
点
、

Ｂ

を
付
け
た
。
こ
の
工
夫
を

Ｃ

法
と
呼

ぶ
。こ
の
方
法
に
従
っ
て
、「
百
聞
は
一
見
に
如し

か
ず
」

の
よ
う
に
日
本
語
の
文
章
と
し
て
書
き
改
め
た
も
の

を

Ｄ

と
い
う
。

●
「
矛
盾
」「
蛇
足
」
な
ど
、
昔
あ
っ
た
で
き
ご
と
や

言
い
伝
え
が
も
と
に
な
っ
て
生
ま
れ
た
言
葉
は

Ｅ

と
い
わ
れ
る
。

ア
　
書
き
下
し
文
　
　
イ
　
故
事
成
語
　
　

ウ
　
訓
読
　
　
エ
　
返
り
点
　
　
オ
　
送
り
仮
名

Ａ

　
Ｂ

　
Ｃ

　

Ｄ

　
Ｅ

一

次
の
語
句
の
故
事
成
語
の
中
で
の
意
味
を
、
現

代
語
訳
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

①
　
備
　�

［
　
　
　
　
　
　
］

②
　
患
　�

［
　
　
　
　
　
　
］

③
　
行
　�

［
　
　
　
　
　
　
］

二

次
の
文
は
「
千
里
之
行
始
於
足
下
。」（
269•

6
）

に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
る
。
空
欄
に
あ
て
は
ま
る

語
句
を
補
い
な
さ
い
。

　「
之
」は
日
本
語
の
助
詞
に
あ
た
る
の
で
、
書
き�

下
す
と
き
に
は
「
①

」
と
平
仮
名
で
書
く
。

ま
た
、「
始
於
足
下
」
の
部
分
を
書
き
下
す
と

き
に
は
、「
②

」は
置
き
字
な
の
で
読
ま
な
い
。

　
ヘ

う
れ
ヒ

か
う

　
　
　
　
　
　
　  

モ
　
マ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　  

　
　
ニ

　
ヨ
リ

　
　
一

　
マ
ル
　
　
　
　
　
　
ヨ
リ

　
　
二
　
　
　
　
　
　
　
一

三

次
の
故
事
成
語
を
書
き
下
し
文
に
し
な
さ
い
。

 

道
し
る
べ
1

①
　
大
器
、
晩
成
。

［�

］

②
　
有
備
、
無
患
。

［�

］

③
　
歳
月
不
待
人
。

［�

］

④
　
千
里
之
行
始
於
足
下
。

［�

］

⑤
　
青
取
之
於
藍�

而
青
於
藍
。

［�

］

⑥
　
不
入
虎
穴
、
不
得
虎
子
。

［�

］

　
　
　
　
ハ
　
　
　
　
　
　
ス

　
レ
バ
　
ヘ
　
　
　
シ
　
う
れ
ヒ

　
　
レ
　
　
　
　
　
　
レ

　
　
　
　
ハ
　��

ず
　
　�

タ
　
　
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
　
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　
　
マ
ル
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
ハ
　
　
リ
テ
こ
れ
ヲ
　
　
　
あ
ゐ
ヨ
リ
　
　
　��

　
シ
　
　
　
　
　
ヨ
リ

　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　��

　
　
　
二
　
　
　
　
　
一

��

ず
ン
バ
い
ラ
　�

こ
　�

け
つ
ニ
　
　�

ず
　
　
　
　
　
こ
　���

じ
ヲ

　
　
レ
　
　
二
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
レ
　
　
二
　
　
　
　
　
一

一

「
大
器
は
、
晩
成
す
。」（

268
・
１
）
は
何
を
た
と
え
た
故
事
成
語
か
。
次
の

文
の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
、
ａ
は
三
字
、
ｂ
は
二
字
で
現
代
語
訳
中
か

ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

ａ

は
大
成
す
る
の
に
ｂ

が
か
か
る
こ
と
。

二

「
歳
月
は
人
を
待
た
ず
。」（

269
・
１
）
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

①
　
こ
れ
は
何
を
た
と
え
た
故
事
成
語
か
。
次
の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
現

代
語
訳
中
か
ら
六
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

　
　
あ
と
で
悔
や
ん
で
も

こ
と
。

②
　「
歳
月
は
人
を
待
た
ず
。」
と
同
じ
よ
う
な
意
味
を
も
つ
故
事
成
語
を
、
次
の

中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
ア
　
光こ
う

陰い
ん

矢
の
ご
と
し
　
　
　
　
　
イ
　
背
水
の
陣

　
ウ
　
君
子
危あ
や

う
き
に
近
寄
ら
ず
　
　
エ
　
温
故
知
新�

三

「
千
里
の
行
も
足
下
よ
り
始
ま
る
。」（

269
・
５
）
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に

答
え
な
さ
い
。

①
　「
千
里
の
行
」
の
意
味
を
現
代
語
訳
中
か
ら
五
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

文
章
の
理
解
を
深
め
よ
う

②
　「
千
里
の
行
も
足
下
よ
り
始
ま
る
。」
は
何
を
た
と
え
た
故
事
成
語
か
。
次
の

空
欄
に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
現
代
語
訳
中
か
ら
六
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

　
ど
ん
な
こ
と
で
も

か
ら
始
ま
る
こ
と
。

四

「
青
は
之
を
藍
よ
り
取
り
て
藍
よ
り
青
し
。」（

270
・
１
）
に
つ
い
て
、
次
の

問
い
に
答
え
な
さ
い
。

①
　
Ａ
「
青
」
と
Ｂ
「
藍
」
は
、
何
の
た
と
え
に
な
っ
て
い
る
か
。
そ
れ
ぞ
れ
二

字
で
、
現
代
語
訳
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

�

Ａ

　
Ｂ

②
　
よ
り
青
い
の
は
、「
青
」
と
「
藍
」
の
ど
ち
ら
か
。
漢
字
で
答
え
な
さ
い
。

�五

「
虎
穴
に
入
ら
ず
ん
ば
、
虎
子
を
得
ず
。」（

270
・
５
）
に
つ
い
て
、
次
の
問

い
に
答
え
な
さ
い
。

①
　「
虎
穴
」
と
は
ど
う
い
う
場
所
の
こ
と
か
。
次
の
空
欄
に
入
る
二
字
の
語
句�

を
答
え
な
さ
い
。�

非
常
に

な
場
所

②
　「
虎
子
を
得
ず
」
と
あ
る
が
、「
虎
子
を
得
る
」
と
は
何
を
た
と
え
た
も
の
か
。

次
の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
現
代
語
訳
中
か
ら
二
字
で
抜
き
出
し
な
さ

い
。

　

を
立
て
る
こ
と
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一

次
の
空
欄
Ａ
〜
Ｅ
に
入
る
適
切
な
語
句
を
あ
と

か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

●
「
百
聞
不
如
一
見
」
の
よ
う
な
中
国
の
文
章
を
日

本
語
と
し
て
読
む
た
め
に
、
昔
の
日
本
の
人
々
は
読

む
順
序
を
示
す
記
号
で
あ
る

Ａ

や
、
句
読
点
、

Ｂ

を
付
け
た
。
こ
の
工
夫
を

Ｃ

法
と
呼

ぶ
。こ
の
方
法
に
従
っ
て
、「
百
聞
は
一
見
に
如し

か
ず
」

の
よ
う
に
日
本
語
の
文
章
と
し
て
書
き
改
め
た
も
の

を

Ｄ

と
い
う
。

●
「
矛
盾
」「
蛇
足
」
な
ど
、
昔
あ
っ
た
で
き
ご
と
や

言
い
伝
え
が
も
と
に
な
っ
て
生
ま
れ
た
言
葉
は

Ｅ

と
い
わ
れ
る
。

ア
　
書
き
下
し
文
　
　
イ
　
故
事
成
語
　
　

ウ
　
訓
読
　
　
エ
　
返
り
点
　
　
オ
　
送
り
仮
名

Ａ

　
Ｂ

　
Ｃ

　

Ｄ

　
Ｅ

漢
文
の
基
本
的
な
用
語
を
確
認
し
よ
う

語
句
・
句
法
を
理
解
し
よ
う

一

次
の
語
句
の
故
事
成
語
の
中
で
の
意
味
を
、
現

代
語
訳
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

①
　
備
　�

［
　
　
　
　
　
　
］

②
　
患
　�

［
　
　
　
　
　
　
］

③
　
行
　�

［
　
　
　
　
　
　
］

二

次
の
文
は
「
千
里
之
行
始
於
足
下
。」（
269•

6
）

に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
る
。
空
欄
に
あ
て
は
ま
る

語
句
を
補
い
な
さ
い
。

　「
之
」は
日
本
語
の
助
詞
に
あ
た
る
の
で
、
書
き

下
す
と
き
に
は
「
①

」
と
平
仮
名
で
書
く
。

ま
た
、「
始
於
足
下
」
の
部
分
を
書
き
下
す
と

き
に
は
、「
②

」は
置
き
字
な
の
で
読
ま
な
い
。

　
ヘ

う
れ
ヒ

か
う

　
　
　
　
　
　
　  

モ
　
マ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　  

　
　
ニ

　
ヨ
リ

　
　
一

　
マ
ル
　
　
　
　
　
　
ヨ
リ

　
　
二
　
　
　
　
　
　
　
一

三

次
の
故
事
成
語
を
書
き
下
し
文
に
し
な
さ
い
。

 

道
し
る
べ
1

①
　
大
器
、
晩
成
。

［�

］

②
　
有
備
、
無
患
。

［�

］

③
　
歳
月
不
待
人
。

［�

］

④
　
千
里
之
行
始
於
足
下
。

［�

］

⑤
　
青
取
之
於
藍�

而
青
於
藍
。

［�

］

⑥
　
不
入
虎
穴
、
不
得
虎
子
。

［�

］

　
　
　
　
ハ
　
　
　
　
　
　
ス

　
レ
バ
　
ヘ
　
　
　
シ
　
う
れ
ヒ

　
　
レ
　
　
　
　
　
　
レ

　
　
　
　
ハ
　��

ず
　
　�

タ
　
　
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
　
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　
　
マ
ル
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
ハ
　
　
リ
テ
こ
れ
ヲ
　
　
　
あ
ゐ
ヨ
リ
　
　
　��

　
シ
　
　
　
　
　
ヨ
リ

　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　��

　
　
　
二
　
　
　
　
　
一

��

ず
ン
バ
い
ラ
　�

こ
　�

け
つ
ニ
　
　�

ず
　
　
　
　
　
こ
　���

じ
ヲ

　
　
レ
　
　
二
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
レ
　
　
二
　
　
　
　
　
一

目標

検印

 
漢
文
の
世
界
へ・故
事
成
語

◉
何
度
も
繰
り
返
し
音
読
し
て
、
漢
文
の
読
み
方
に
つ

い
て
理
解
す
る
。

漢
文
入
門

教
科
書

P.265
〜

P.271
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一

次
の
語
句
の
読
み
方
を
、
送
り
仮
名
を
含
め
て
、

現
代
仮
名
遣
い
で
、
全
て
平
仮
名
で
書
き
な
さ
い
。

①
　
子
　（
273
・
下
３
）�

［
　
　
　
　
］

②
　
以
　（
273
・
下
６
）�

［
　
　
　
　
］

③
　
故
　（
273
・
下
９
）�

［
　
　
　
　
］

二

次
の
語
句
の
本
文
中
で
の
意
味
を
次
の
中
か
ら

一
つ
ず
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

①
　
使
　
A
　
B
　（
273
・
下
４
）

　
ア
　
Ａ
に
Ｂ
さ
せ
る

　
イ
　
Ａ
に
Ｂ
さ
れ
る�

②
　
命
（
273
・
下
５
）

　
ア
　
将
来
　
　
イ
　
命
令

　
ウ
　
言
葉
　
　
エ
　
生
命�

　　
テ

　
ニし

ム
　
　
ヲ
シ
テ
　（
セ
）

　
　
二
　
　
　
　
　
　
　
一

語
句
・
句
法
を
理
解
し
よ
う

③
　
吾
（
273
・
下
６
）

ア
　
お
ま
え
　
　
イ
　
誰

ウ
　
あ
な
た
　
　
エ
　
私�

④
　
然
（
273
・
下
９
）

ア
　
な
る
ほ
ど
　
　
イ
　
何
だ

ウ
　
ど
う
か
　
　
　
エ
　
い
や
だ�

⑤
　
遂
（
273
・
下
９
）

ア
　
し
か
し
　
　
　
イ
　
な
ぜ
か

ウ
　
ま
っ
た
く
　
　
エ
　
そ
の
ま
ま�

　
リ

つ
ひ
ニ

三

次
の
故
事
成
語
を
書
き
下
し
文
に
し
な
さ
い
。

①
　
無
敢
食�

我
也
。（
273
・
下
３
）

［�

］

②
　
使
我�

長
百
獣
。（
273
・
下
４
）

［�

］

③
　
為
畏�

狐
也
。（
273
・
下
12
）

［�

］

　
カ
レ��

あ
ヘ
テ
　
ラ
フ
コ
ト
　
ヲ

　
　
二
　
　
　
　
　�

一レ

　
ム
　
　
ヲ
シ
テ��

　
タ
ラ
ひ
や
く�

じ
う
ニ

　
　
三
　
　
　
　
　
　��

二
　
　
　
　
　�

一

 

な
ス 

お
そ
ル
ト �

　
ヲ �

な
り

　
　
レ
　
　
レ

全
体
の
構
成
を
理
解
し
よ
う

【
虎
の
威
を
借
る
】
①

に
捕
ま
え
ら
れ
た
②

が
、
巧
妙
な
策
略
を
用
い
て
ピ
ン
チ
を
逃
れ
る
こ

と
が
で
き
た
。

　
→
「

①

の
威
を
借
る

②

」
と
い
う
、
故
事
成
語
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
。

目標

検印

 
虎
の
威
を
借
る

◉
何
度
も
音
読
し
、「
虎
の
威
を
借
る
」の
意
味
に
つ
い

て
理
解
を
深
め
る
。

漢
文
入
門

教
科
書
P.272
〜
P.273
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一

次
の
空
欄
に
、
本
文
中
の
語
句
を
補
い
、
内
容
を
ま
と
め
な
さ
い
。
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一

次
の
語
句
の
読
み
方
を
、
送
り
仮
名
を
含
め
て
、

現
代
仮
名
遣
い
で
、
全
て
平
仮
名
で
書
き
な
さ
い
。

①
　
子
　（
273
・
下
３
）�

［
　
　
　
　
］

②
　
以
　（
273
・
下
６
）�

［
　
　
　
　
］

③
　
故
　（
273
・
下
９
）�

［
　
　
　
　
］

二

次
の
語
句
の
本
文
中
で
の
意
味
を
次
の
中
か
ら

一
つ
ず
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

①
　
使
　
A
　
B
　（
273
・
下
４
）

　
ア
　
Ａ
に
Ｂ
さ
せ
る

　
イ
　
Ａ
に
Ｂ
さ
れ
る�

②
　
命
（
273
・
下
５
）

　
ア
　
将
来
　
　
イ
　
命
令

　
ウ
　
言
葉
　
　
エ
　
生
命�

　　
テ

　
ニし

ム
　
　
ヲ
シ
テ
　（
セ
）

　
　
二
　
　
　
　
　
　
　
一

三

次
の
故
事
成
語
を
書
き
下
し
文
に
し
な
さ
い
。

①
　
無
敢
食�

我
也
。（
273
・
下
３
）

［�

］

②
　
使
我�

長
百
獣
。（
273
・
下
４
）

［�

］

③
　
為
畏�

狐
也
。（
273
・
下
12
）

［�

］

　
カ
レ��

あ
ヘ
テ
　
ラ
フ
コ
ト
　
ヲ

　
　
二
　
　
　
　
　�

一レ

　
ム
　
　
ヲ
シ
テ��

　
タ
ラ
ひ
や
く�

じ
う
ニ

　
　
三
　
　
　
　
　
　��

二
　
　
　
　
　�

一

 

な
ス 

お
そ
ル
ト �

　
ヲ �

な
り

　
　
レ
　
　
レ

【
虎
の
威
を
借
る
】
①

に
捕
ま
え
ら
れ
た
②

が
、
巧
妙
な
策
略
を
用
い
て
ピ
ン
チ
を
逃
れ
る
こ

と
が
で
き
た
。

　
→
「

①

の
威
を
借
る

②

」
と
い
う
、
故
事
成
語
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
。

一

「
虎
百
獣
を
求
め
て
之こ

れ

を
食
ら
ふ
。」（

272•

上
1
）
と
あ
る
が
、「
之
」
と
は

何
を
指
し
て
い
る
か
。
書
き
下
し
文
の
中
か
ら
二
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

�

二

「
子
敢
へ
て
我
を
食
ら
ふ
こ
と
無
か
れ
。」（

272•

上
3
）
に
つ
い
て
、次
の
問

い
に
答
え
な
さ
い
。

①
　
次
の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
補
い
、
現
代
語
訳
を
完
成
さ
せ
な
さ
い
。

　
あ
な
た
は
ａ［

　
　
　
　
］私
を
食
べ
て
は

ｂ［
　
　
　
　
］。

②
　「
子
」
と
は
、誰
を
指
し
て
い
る
か
。
書
き
下
し
文
の
中
か
ら
一
語
で
抜
き
出

し
な
さ
い
。�

［
　
　
　
　
］

③
　
狐き

つ
ね

は
、
こ
の
よ
う
に
言
う
根
拠
を
ど
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
か
。
次
の
空

欄
に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
、
ａ
は
二
字
、
ｂ
は
一
字
で
書
き
下
し
文
の
中
か
ら

抜
き
出
し
な
さ
い
。

　
自
分
は
ａ

に
よ
っ
て
動
物
た
ち
の
王
に
さ
れ
た
者
で
、

自
分
を
食
べ
る
と

ａ

の
ｂ

に
逆
ら
う
こ
と
に
な
る
。

三
「
獣
之
を
見
て
皆
走
る
」（

273•

上
10
）
に
つ
い
て
、次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

①
　「
之
を
見
て
」
と
あ
る
が
、動
物
た
ち
は
ど
ん
な
様
子
を
見
た
の
か
。
適
切
な

も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア
　
狐
が
虎
に
追
い
か
け
ら
れ
て
い
る
様
子
。

イ
　
狐
の
背
後
を
虎
が
歩
い
て
い
る
様
子
。

ウ
　
王
で
あ
る
狐
が
虎
を
従
え
て
歩
い
て
い
る
様
子
。

エ
　
虎
が
狐
に
襲
い
か
か
ろ
う
と
し
て
い
る
様
子
。�

②
　
動
物
た
ち
は
な
ぜ
逃
げ
て
い
っ
た
の
か
。次
の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
、

そ
れ
ぞ
れ
漢
字
一
字
で
書
き
な
さ
い
。 

道
し
る
べ
1

ａ

と
一
緒
に
い
る
ｂ

の
こ
と
を
畏
れ
た
か
ら
。

③
　
動
物
た
ち
が
逃
げ
て
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
虎
は
ど
の
よ
う
に
考
え
た
か
。

虎
の
考
え
を
示
し
て
い
る
部
分
を
、
273
ペ
ー
ジ
の
漢
文
の
中
か
ら
漢
字
五
字
で

抜
き
出
し
な
さ
い
。 

道
し
る
べ
2

�四

「
虎
の
威
を
借
る
」
と
い
う
話
か
ら
「
虎
の
威
を
借
る
狐
」
と
い
う
故
事
成

語
が
生
ま
れ
た
。
こ
の
「
虎
の
威
を
借
る
狐
」
と
い
う
故
事
成
語
は
、
現
在
ど

の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
。
次
の
中
か
ら
適
切
な
も
の
を
一
つ
選

び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

道
し
る
べ
3

ア
　
も
の
ご
と
を
必
要
以
上
に
大
げ
さ
に
考
え
る
こ
と
。

イ
　
強
い
者
の
力
に
頼
っ
て
弱
い
者
が
い
ば
る
こ
と
。

ウ
　
害
や
災
い
を
も
た
ら
す
も
の
を
野
放
し
に
し
て
お
く
こ
と
。

エ
　
人
物
の
評
価
を
名
誉
や
功
績
に
よ
っ
て
判
断
す
る
こ
と
。�

文
章
の
理
解
を
深
め
よ
う

21 ───教科書［p.272〜p.273］　漢文入門　虎の威を借る
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か
ら
下
へ
流
れ
る
自
然
な
動
き
は
作
っ
て
も
、下
か
ら

上
へ
人
工
的
に
噴
き
上
げ
さ
せ
る
こ
と
は
し
な
か
っ

た
と
い
う
考
え
で
あ
る
。

５
①
　「
行
雲
流
水
」
に
表
れ
た
、
自
然
が
よ
い
、
あ
り

の
ま
ま
が
よ
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
前
の「
水

は
自
然
に
流
れ
る
姿
が
美
し
い
」（
140
・
10
）
に
も

通
じ
て
い
る
。

②
　「
積
極
的
に
、形
な
き
も
の
を
恐
れ
な
い
心
」（
141
・

３
）
と
は
、形
が
定
ま
ら
な
い
も
の
の
存
在
を
あ
る

が
ま
ま
に
受
け
入
れ
つ
つ
、日
本
人
な
り
の
美
し
さ

や
親
し
み
を
見
い
だ
す
心
の
こ
と
。

三

１
　
最
終
段
落
に
着
目
。
こ
こ
で
は
、鹿
お
ど
し
は
日
本

人
が
水
を
感
じ
る
の
に
、最
適
な
仕
掛
け
で
あ
る
と
い

う
考
え
を
述
べ
て
い
る
。「
形
な
き
も
の
を
恐
れ
な
い

心
」
を
も
つ
日
本
人
は
、水
を
「
流
れ
る
も
の
」
と
し

て
捉
え
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、水
が
流
れ
て
い
る
と
感

じ
ら
れ
れ
ば
、水
の
存
在
を
実
感
で
き
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
鹿
お
ど
し
は
繰
り
返
さ
れ
る
音
の
響
き
で

「
流
れ
て
や
ま
な
い
も
の
の
存
在
を
強
調
し
て
い
る
」

（
138
・
３
）
仕
掛
け
で
あ
る
か
ら
、
日
本
人
が
水
を
感

じ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
る
。

学
び
を
広
げ
る

　
本
文
で
は
、

・
水
は
自
然
に
流
れ
る
姿
が
美
し
い
と
考
え
る
日
本
人

・
造
形
を
加
え
て
美
を
見
い
だ
す
西
洋
人

と
い
う
こ
と
が
対
比
さ
れ
て
い
た
。「
鹿
お
ど
し
」「
噴
水
」

は
、
そ
の
よ
う
な
水
に
対
す
る
捉
え
方
の
違
い
を
具
体
的
に

述
べ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
両
者
の
違
い
を
整
理
し

つ
つ
、「
流
れ
（
流
れ
る
）」「
造
型
」
と
い
う
言
葉
を
有
効
に

使
っ
て
ま
と
め
よ
う
。

に
よ
っ
て
考
え
て
い
く
文
章
で
あ
る
。「
鹿
お
ど
し
」
が
、水

の
流
れ
を
、
音
と
い
う
目
に
見
え
な
い
も
の
に
よ
っ
て
感
じ

る
仕
掛
け
で
あ
る
の
に
対
し
て
、噴
水
は
風
景
の
中
心
に
、造

型
の
よ
う
な
水
を
置
く
も
の
で
あ
る
。「
鹿
お
ど
し
」の
中
に

は
、
見
え
な
い
も
の
を
恐
れ
な
い
日
本
人
の
心
が
あ
り
、
水

は
自
然
に
流
れ
る
姿
が
美
し
い
と
す
る
美
意
識
が
あ
る
。

文
章
の
理
解
を
深
め
よ
う

一

１�

　
文
章
の
冒
頭
に
「
　
」
付
で
示
さ
れ
て
い
る
「
鹿
お

ど
し
」
が
、
こ
の
文
章
の
話
題
の
中
心
で
あ
る
。

２
　「
け
だ
る
い
」
は
、
何
と
な
く
だ
る
い
意
味
。
鹿
お

ど
し
の
動
き
は
単
純
で
緩
や
か
な
リ
ズ
ム
の
、無
限
の

繰
り
返
し
で
あ
る
た
め
に
、見
て
い
る
こ
ち
ら
は
退
屈

で
あ
る
。
さ
ら
に
、せ
っ
か
く
た
ま
っ
た
水
が
こ
ぼ
れ
、

ま
た
水
を
た
め
る
と
い
う
、何
の
た
め
に
も
な
ら
な
い

動
き
で
あ
る
こ
と
を
「
徒
労
」（
137
・
８
）
と
表
現
し

て
い
る
こ
と
に
着
目
す
る
。

３
　
鹿
お
ど
し
の
動
き
を
思
い
描
き
な
が
ら
考
え
る
。そ

れ
ぞ
れ
の
直
前
の
部
分
に
着
目
。「
筧か

け
い

の
水
が
少
し
ず

つ
た
ま
る
」
＝
「
緊
張
が
高
ま
り
な
が
ら
」、「
ぐ
ら
り

と
傾
い
て
水
を
こ
ぼ
す
」
＝
「
緊
張
が
一
気
に
と
け

て
」
と
な
る
。

４
　
鹿
お
ど
し
の
動
き
と
は
、水
受
け
に
水
が
少
し
ず
つ

た
ま
り
、
い
っ
ぱ
い
に
な
る
と
傾
い
て
水
が
こ
ぼ
れ
、

音
が
す
る
だ
け
の
動
き
の
繰
り
返
し
で
あ
る
。水
受
け

が
い
っ
ぱ
い
に
な
る
ま
で
の
長
い
時
間
や
同
じ
動
き

が
い
つ
ま
で
も
繰
り
返
さ
れ
る
様
子
を
「
単
純
な
、緩

や
か
な
リ
ズ
ム
が
、無
限
に
い
つ
ま
で
も
繰
り
返
さ
れ

る
」（
137
・
７
）
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

５
　
指
示
語
の
指
す
内
容
は
ま
ず
、前
か
ら
探
す
の
が
鉄

則
。
こ
こ
で
は
直
前
の
「
流
れ
る
も
の
」
を
指
す
。
指

示
語
の
指
す
も
の
が
見
つ
か
っ
た
ら
、そ
れ
を
指
示
語

に
代
入
し
て
意
味
が
通
る
か
を
確
認
す
る
。

６
　「
こ
の
仕
掛
け
」（
138
・
２
）
が
鹿
お
ど
し
を
指
す
こ

と
を
押
さ
え
る
と
、鹿
お
ど
し
が
「
流
れ
て
や
ま
な
い

も
の
の
存
在
を
強
調
」（
138
・
３
）
す
る
仕
掛
け
に
な

っ
て
い
る
、
と
い
う
内
容
が
捉
え
ら
れ
る
。

二

１
①
　「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
大
き
な
銀
行
の
待
合
室
」
で

見
た
二
つ
の
も
の
を
捉
え
る
。一
つ
は
鹿
お
ど
し
で

あ
り
、も
う
一
つ
は
噴
水
で
あ
る
。
鹿
お
ど
し
が
当

地
の
人
々
の
心
に
か
な
っ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え

た
の
に
対
し
て
、噴
水
は
「
明
ら
か
に
人
々
の
気
持

ち
を
く
つ
ろ
が
せ
て
い
た
」（
138
・
12
）
と
、
対
照

的
に
見
て
い
る
。

②
　
噴
水
に
つ
い
て
の
考
察
は「
そ
う
い
え
ば
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
で
も
…
…
静
止
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。」

の
段
落
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、西
洋
に

お
け
る
噴
水
は
、「
風
景
の
中
心
」
で
あ
り
、「
壮
大

な
水
の
造
型
」
の
よ
う
な
も
の
で
、水
が
「
空
間
に

静
止
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
」と
あ
る
。
鹿
お
ど

し
が
、「
流
れ
る
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
」（
138
・
１
）

の
に
対
し
て
、
水
が
止
ま
っ
て
、
そ
の
存
在
を
印
象

付
け
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

２
　「
彫
刻
さ
な
が
ら
」（
139
・
８
）
に
着
目
。
噴
水
の
水

の
動
き
は
感
じ
ら
れ
ず
、彫
刻
の
よ
う
に
ど
っ
し
り
そ

こ
に
あ
る
も
の
に
見
え
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

４
　「
だ
が
、
人
工
的
な
滝
を
作
っ
た
日
本
人
が
、
噴
水

を
作
ら
な
か
っ
た
理
由
は
、そ
う
い
う
外
面
的
な
事
情

ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」（
140
・

７
）
の
あ
と
に
着
目
。
日
本
人
は
、水
が
自
然
に
あ
る

姿
を
美
し
い
と
思
う
感
性
を
も
っ
て
い
る
た
め
に
、上

ん
）」
の
「
掘
」
は
「
ほ
‐
る
」。「

（
つ
ち
へ
ん
）」
の

「
堀
」
は
「
ほ
り
」
と
読
む
。
⑧
「
ま
ず
‐
し
い
（
貧
し

い
）」
で
は
な
い
。
⑪
「
一
端
」
＝
端
の
一
方
。
⑬
「
跳
」

の
「
兆
」
の
部
分
が
音
の
「
チ
ョ
ウ
」
を
表
す
。
⑮
形
の

似
た
「
疑
」
や
「
擬
」
と
区
別
す
る
。
⑲
「
乾
」
の
右
側

の
「
乙
」
は
一
画
で
書
く
。
⑳
「
為
」
の
部
首
は
「
灬

（
れ
っ
か
・
れ
ん
が
）」。

二

②
「
埼
」
を
「
崎
」
と
区
別
す
る
。

三

①
「
信
」
は
「
手
紙
・
た
よ
り
」
の
意
味
を
も
つ
。「
返

信
用
の
葉
書
」
な
ど
と
使
う
。

②
「
主
観
」
＝
自
分
な
り
の
見
方
。「
客
観
」
＝
誰
も
が

認
め
る
見
方
。

③
「
受
動
」＝
他
か
ら
は
た
ら
き
か
け
ら
れ
る
こ
と
。「
能

動
」
＝
自
分
か
ら
は
た
ら
き
か
け
る
こ
と
。

④
「
需
要
」
と
「
供
給
」
を
合
わ
せ
た
「
需
給
」
と
い
う

熟
語
が
あ
り
、「
需
給
の
バ
ラ
ン
ス
が
悪
い
」
な
ど
と

使
う
。

⑤
「
消
費
」
＝
使
っ
て
な
く
な
る
こ
と
。「
生
産
」
＝
作

っ
て
生
み
出
す
こ
と
。

四

①
「
く
ぐ
も
る
」
は
声
な
ど
が
こ
も
っ
て
い
て
、は
っ
き

り
聞
こ
え
な
い
こ
と
。
ま
た
、そ
の
様
子
を
表
す
言
葉
。

②
「
極
致
」
は
到
達
し
う
る
最
高
の
境
地
、
お
も
む
き
、

と
い
う
意
味
。
同
音
異
義
語
の
「
極
地
」「
局
地
」
に

注
意
す
る
。

五

①
「
徒
労
」
＝
無
駄
な
労
力
。

②
「
林
立
」
と
は
、
林
の
中
の
木
の
よ
う
に
、
た
く
さ
ん

立
っ
て
い
る
様
子
。
林
そ
の
も
の
に
は
使
わ
な
い
。

全
体
の
構
成
を
理
解
し
よ
う

　
こ
の
評
論
は
日
本
独
特
の
「
鹿し
し

お
ど
し
」
の
仕
組
み
や
そ

の
効
果
に
つ
い
て
、
西
洋
に
よ
く
み
ら
れ
る
噴
水
と
の
対
比

解 

答

漢
字
・
語
句
を
確
認
し
よ
う

一

①
し
ょ
う
か
い
　
②
そ
ぼ
く
　
③
か
ん
か
く

④
ふ
　
⑤
そ
　
⑥
ほ
　
⑦
お
お
さ
か
　
⑧
と
ぼ

⑨
ね
ん
ど
　
⑩
か
ん
し
ょ
う
　
⑪
一
端
　
⑫
傾

⑬
跳
　
⑭
繰
　
⑮
凝
　
⑯
尽
　
⑰
彫
刻
　
⑱
滝

⑲
乾
　
⑳
行
為

二

①
静
岡
　
②
埼
玉
　
③
山
梨
　
④
岐
阜
　
⑤
鹿
児
島

三

①
返
　
②
客
　
③
能
　
④
供
　
⑤
生

四

①
ａ
　
②
ｂ

五

①
（
例
）
努
力
が
徒
労
に
終
わ
る
。

②
（
例
）
湾
岸
の
工
業
地
帯
に
煙
突
が
林
立
す
る
。

全
体
の
構
成
を
理
解
し
よ
う

一

①
流
れ
る
も
の
　
②
人
生

③
造
型
　
④
空
間
　
⑤
自
然
に
流
れ
る

⑥
恐
れ
な
い
　
⑦
音
の
響
き

文
章
の
理
解
を
深
め
よ
う

ま
ず
確
認
！

「
流
れ
る
水
」

↕

「
噴
き
上
げ
る
水
」（
138
・
13
）

「
時
間
的
な
水
」

↕

「
空
間
的
な
水
」（
139
・
11
）

「
自
然
に
流
れ
る
」

↕

「
圧
縮
し
た
り
ね
じ
曲
げ
た
り
、粘
土

の
よ
う
に
造
型
す
る
」（
140
・
10
／
140
・
11
）

「
見
え
な
い
水
」

↕

「
目
に
見
え
る
水
」（
141
・
４
）

「
見
る
」

↕

「
音
の
響
き
を
聞
い
て
、そ
の
間
隙
に
流
れ
る
も

の
を
間
接
に
心
で
味
わ
え
ば
よ
い
」（
141
・
６
）

一

１
　
鹿
お
ど
し

２
　
ア

３
①
ａ
シ
ー
ソ
ー
　
ｂ
水
受
け
　
ｃ
少
し
ず
つ
た
ま
る

　
②
ｄ
傾
い
て
水
を
こ
ぼ
す

４
　
単
純
な
、
緩
～
返
さ
れ
る
。

５
　
流
れ
る
も
の

６
　
流
れ
て
や
ま
な
い
も
の
の
存
在

二

１
①
噴
水

　
②
中
心

２
　
揺
れ
動
く
バ
ロ
ッ
ク
彫
刻

３
①
ア
　
②
エ

４
　
日
本
人
に
と

５
①
（
例
）
自
然

　
②
積
極
的
に
、
形
な
き
も
の
を
恐
れ
な
い
心

三

１
①
自
然
に
流
れ
る
姿
　
②
音
の
響
き

　
③
流
れ

学
び
を
広
げ
る

一
（
例
）
日
本
人
は
水
が
自
然
に
流
れ
る
姿
を
美
し
い
と

感
じ
る
が
、西
洋
人
は
水
を
造
型
す
る
こ
と
で
美
を
見

い
だ
そ
う
と
す
る
。

解 

説

�

漢
字
・
語
句
を
確
認
し
よ
う

一

①
「
紹
」
を
、同
音
で
形
の
似
た
「
招
」
や
「
昭
」
と
区

別
す
る
。
⑤
「
添
」
の
音
読
み
は
テ
ン
。
⑥
「
扌
（
て
へ
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か
ら
下
へ
流
れ
る
自
然
な
動
き
は
作
っ
て
も
、下
か
ら

上
へ
人
工
的
に
噴
き
上
げ
さ
せ
る
こ
と
は
し
な
か
っ

た
と
い
う
考
え
で
あ
る
。

５
①
　「
行
雲
流
水
」
に
表
れ
た
、
自
然
が
よ
い
、
あ
り

の
ま
ま
が
よ
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
前
の「
水

は
自
然
に
流
れ
る
姿
が
美
し
い
」（
140
・
10
）
に
も

通
じ
て
い
る
。

②
　「
積
極
的
に
、形
な
き
も
の
を
恐
れ
な
い
心
」（
141
・

３
）
と
は
、形
が
定
ま
ら
な
い
も
の
の
存
在
を
あ
る

が
ま
ま
に
受
け
入
れ
つ
つ
、日
本
人
な
り
の
美
し
さ

や
親
し
み
を
見
い
だ
す
心
の
こ
と
。

三

１
　
最
終
段
落
に
着
目
。
こ
こ
で
は
、鹿
お
ど
し
は
日
本

人
が
水
を
感
じ
る
の
に
、最
適
な
仕
掛
け
で
あ
る
と
い

う
考
え
を
述
べ
て
い
る
。「
形
な
き
も
の
を
恐
れ
な
い

心
」
を
も
つ
日
本
人
は
、水
を
「
流
れ
る
も
の
」
と
し

て
捉
え
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、水
が
流
れ
て
い
る
と
感

じ
ら
れ
れ
ば
、水
の
存
在
を
実
感
で
き
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
鹿
お
ど
し
は
繰
り
返
さ
れ
る
音
の
響
き
で

「
流
れ
て
や
ま
な
い
も
の
の
存
在
を
強
調
し
て
い
る
」

（
138
・
３
）
仕
掛
け
で
あ
る
か
ら
、
日
本
人
が
水
を
感

じ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
る
。

学
び
を
広
げ
る

　
本
文
で
は
、

・
水
は
自
然
に
流
れ
る
姿
が
美
し
い
と
考
え
る
日
本
人

・
造
形
を
加
え
て
美
を
見
い
だ
す
西
洋
人

と
い
う
こ
と
が
対
比
さ
れ
て
い
た
。「
鹿
お
ど
し
」「
噴
水
」

は
、
そ
の
よ
う
な
水
に
対
す
る
捉
え
方
の
違
い
を
具
体
的
に

述
べ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
両
者
の
違
い
を
整
理
し

つ
つ
、「
流
れ
（
流
れ
る
）」「
造
型
」
と
い
う
言
葉
を
有
効
に

使
っ
て
ま
と
め
よ
う
。

に
よ
っ
て
考
え
て
い
く
文
章
で
あ
る
。「
鹿
お
ど
し
」
が
、水

の
流
れ
を
、
音
と
い
う
目
に
見
え
な
い
も
の
に
よ
っ
て
感
じ

る
仕
掛
け
で
あ
る
の
に
対
し
て
、噴
水
は
風
景
の
中
心
に
、造

型
の
よ
う
な
水
を
置
く
も
の
で
あ
る
。「
鹿
お
ど
し
」の
中
に

は
、
見
え
な
い
も
の
を
恐
れ
な
い
日
本
人
の
心
が
あ
り
、
水

は
自
然
に
流
れ
る
姿
が
美
し
い
と
す
る
美
意
識
が
あ
る
。

文
章
の
理
解
を
深
め
よ
う

一

１�

　
文
章
の
冒
頭
に
「
　
」
付
で
示
さ
れ
て
い
る
「
鹿
お

ど
し
」
が
、
こ
の
文
章
の
話
題
の
中
心
で
あ
る
。

２
　「
け
だ
る
い
」
は
、
何
と
な
く
だ
る
い
意
味
。
鹿
お

ど
し
の
動
き
は
単
純
で
緩
や
か
な
リ
ズ
ム
の
、無
限
の

繰
り
返
し
で
あ
る
た
め
に
、見
て
い
る
こ
ち
ら
は
退
屈

で
あ
る
。
さ
ら
に
、せ
っ
か
く
た
ま
っ
た
水
が
こ
ぼ
れ
、

ま
た
水
を
た
め
る
と
い
う
、何
の
た
め
に
も
な
ら
な
い

動
き
で
あ
る
こ
と
を
「
徒
労
」（
137
・
８
）
と
表
現
し

て
い
る
こ
と
に
着
目
す
る
。

３
　
鹿
お
ど
し
の
動
き
を
思
い
描
き
な
が
ら
考
え
る
。そ

れ
ぞ
れ
の
直
前
の
部
分
に
着
目
。「
筧か

け
い

の
水
が
少
し
ず

つ
た
ま
る
」
＝
「
緊
張
が
高
ま
り
な
が
ら
」、「
ぐ
ら
り

と
傾
い
て
水
を
こ
ぼ
す
」
＝
「
緊
張
が
一
気
に
と
け

て
」
と
な
る
。

４
　
鹿
お
ど
し
の
動
き
と
は
、水
受
け
に
水
が
少
し
ず
つ

た
ま
り
、
い
っ
ぱ
い
に
な
る
と
傾
い
て
水
が
こ
ぼ
れ
、

音
が
す
る
だ
け
の
動
き
の
繰
り
返
し
で
あ
る
。水
受
け

が
い
っ
ぱ
い
に
な
る
ま
で
の
長
い
時
間
や
同
じ
動
き

が
い
つ
ま
で
も
繰
り
返
さ
れ
る
様
子
を
「
単
純
な
、緩

や
か
な
リ
ズ
ム
が
、無
限
に
い
つ
ま
で
も
繰
り
返
さ
れ

る
」（
137
・
７
）
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

５
　
指
示
語
の
指
す
内
容
は
ま
ず
、前
か
ら
探
す
の
が
鉄

則
。
こ
こ
で
は
直
前
の
「
流
れ
る
も
の
」
を
指
す
。
指

示
語
の
指
す
も
の
が
見
つ
か
っ
た
ら
、そ
れ
を
指
示
語

に
代
入
し
て
意
味
が
通
る
か
を
確
認
す
る
。

６
　「
こ
の
仕
掛
け
」（
138
・
２
）
が
鹿
お
ど
し
を
指
す
こ

と
を
押
さ
え
る
と
、鹿
お
ど
し
が
「
流
れ
て
や
ま
な
い

も
の
の
存
在
を
強
調
」（
138
・
３
）
す
る
仕
掛
け
に
な

っ
て
い
る
、
と
い
う
内
容
が
捉
え
ら
れ
る
。

二

１
①
　「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
大
き
な
銀
行
の
待
合
室
」
で

見
た
二
つ
の
も
の
を
捉
え
る
。一
つ
は
鹿
お
ど
し
で

あ
り
、も
う
一
つ
は
噴
水
で
あ
る
。
鹿
お
ど
し
が
当

地
の
人
々
の
心
に
か
な
っ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え

た
の
に
対
し
て
、噴
水
は
「
明
ら
か
に
人
々
の
気
持

ち
を
く
つ
ろ
が
せ
て
い
た
」（
138
・
12
）
と
、
対
照

的
に
見
て
い
る
。

②
　
噴
水
に
つ
い
て
の
考
察
は「
そ
う
い
え
ば
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
で
も
…
…
静
止
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。」

の
段
落
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、西
洋
に

お
け
る
噴
水
は
、「
風
景
の
中
心
」
で
あ
り
、「
壮
大

な
水
の
造
型
」
の
よ
う
な
も
の
で
、水
が
「
空
間
に

静
止
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
」と
あ
る
。
鹿
お
ど

し
が
、「
流
れ
る
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
」（
138
・
１
）

の
に
対
し
て
、
水
が
止
ま
っ
て
、
そ
の
存
在
を
印
象

付
け
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

２
　「
彫
刻
さ
な
が
ら
」（
139
・
８
）
に
着
目
。
噴
水
の
水

の
動
き
は
感
じ
ら
れ
ず
、彫
刻
の
よ
う
に
ど
っ
し
り
そ

こ
に
あ
る
も
の
に
見
え
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

４
　「
だ
が
、
人
工
的
な
滝
を
作
っ
た
日
本
人
が
、
噴
水

を
作
ら
な
か
っ
た
理
由
は
、そ
う
い
う
外
面
的
な
事
情

ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」（
140
・

７
）
の
あ
と
に
着
目
。
日
本
人
は
、水
が
自
然
に
あ
る

姿
を
美
し
い
と
思
う
感
性
を
も
っ
て
い
る
た
め
に
、上

ん
）」
の
「
掘
」
は
「
ほ
‐
る
」。「

（
つ
ち
へ
ん
）」
の

「
堀
」
は
「
ほ
り
」
と
読
む
。
⑧
「
ま
ず
‐
し
い
（
貧
し

い
）」
で
は
な
い
。
⑪
「
一
端
」
＝
端
の
一
方
。
⑬
「
跳
」

の
「
兆
」
の
部
分
が
音
の
「
チ
ョ
ウ
」
を
表
す
。
⑮
形
の

似
た
「
疑
」
や
「
擬
」
と
区
別
す
る
。
⑲
「
乾
」
の
右
側

の
「
乙
」
は
一
画
で
書
く
。
⑳
「
為
」
の
部
首
は
「
灬

（
れ
っ
か
・
れ
ん
が
）」。

二

②
「
埼
」
を
「
崎
」
と
区
別
す
る
。

三

①
「
信
」
は
「
手
紙
・
た
よ
り
」
の
意
味
を
も
つ
。「
返

信
用
の
葉
書
」
な
ど
と
使
う
。

②
「
主
観
」
＝
自
分
な
り
の
見
方
。「
客
観
」
＝
誰
も
が

認
め
る
見
方
。

③
「
受
動
」＝
他
か
ら
は
た
ら
き
か
け
ら
れ
る
こ
と
。「
能

動
」
＝
自
分
か
ら
は
た
ら
き
か
け
る
こ
と
。

④
「
需
要
」
と
「
供
給
」
を
合
わ
せ
た
「
需
給
」
と
い
う

熟
語
が
あ
り
、「
需
給
の
バ
ラ
ン
ス
が
悪
い
」
な
ど
と

使
う
。

⑤
「
消
費
」
＝
使
っ
て
な
く
な
る
こ
と
。「
生
産
」
＝
作

っ
て
生
み
出
す
こ
と
。

四

①
「
く
ぐ
も
る
」
は
声
な
ど
が
こ
も
っ
て
い
て
、は
っ
き

り
聞
こ
え
な
い
こ
と
。
ま
た
、そ
の
様
子
を
表
す
言
葉
。

②
「
極
致
」
は
到
達
し
う
る
最
高
の
境
地
、
お
も
む
き
、

と
い
う
意
味
。
同
音
異
義
語
の
「
極
地
」「
局
地
」
に

注
意
す
る
。

五

①
「
徒
労
」
＝
無
駄
な
労
力
。

②
「
林
立
」
と
は
、
林
の
中
の
木
の
よ
う
に
、
た
く
さ
ん

立
っ
て
い
る
様
子
。
林
そ
の
も
の
に
は
使
わ
な
い
。

全
体
の
構
成
を
理
解
し
よ
う

　
こ
の
評
論
は
日
本
独
特
の
「
鹿し

し

お
ど
し
」
の
仕
組
み
や
そ

の
効
果
に
つ
い
て
、
西
洋
に
よ
く
み
ら
れ
る
噴
水
と
の
対
比

解 

答

漢
字
・
語
句
を
確
認
し
よ
う

一

①
し
ょ
う
か
い
　
②
そ
ぼ
く
　
③
か
ん
か
く

④
ふ
　
⑤
そ
　
⑥
ほ
　
⑦
お
お
さ
か
　
⑧
と
ぼ

⑨
ね
ん
ど
　
⑩
か
ん
し
ょ
う
　
⑪
一
端
　
⑫
傾

⑬
跳
　
⑭
繰
　
⑮
凝
　
⑯
尽
　
⑰
彫
刻
　
⑱
滝

⑲
乾
　
⑳
行
為

二

①
静
岡
　
②
埼
玉
　
③
山
梨
　
④
岐
阜
　
⑤
鹿
児
島

三

①
返
　
②
客
　
③
能
　
④
供
　
⑤
生

四

①
ａ
　
②
ｂ

五

①
（
例
）
努
力
が
徒
労
に
終
わ
る
。

②
（
例
）
湾
岸
の
工
業
地
帯
に
煙
突
が
林
立
す
る
。

全
体
の
構
成
を
理
解
し
よ
う

一

①
流
れ
る
も
の
　
②
人
生

③
造
型
　
④
空
間
　
⑤
自
然
に
流
れ
る

⑥
恐
れ
な
い
　
⑦
音
の
響
き

文
章
の
理
解
を
深
め
よ
う

ま
ず
確
認
！

「
流
れ
る
水
」

↕

「
噴
き
上
げ
る
水
」（
138
・
13
）

「
時
間
的
な
水
」

↕

「
空
間
的
な
水
」（
139
・
11
）

「
自
然
に
流
れ
る
」

↕

「
圧
縮
し
た
り
ね
じ
曲
げ
た
り
、粘
土

の
よ
う
に
造
型
す
る
」（
140
・
10
／
140
・
11
）

「
見
え
な
い
水
」

↕

「
目
に
見
え
る
水
」（
141
・
４
）

「
見
る
」

↕

「
音
の
響
き
を
聞
い
て
、そ
の
間
隙
に
流
れ
る
も

の
を
間
接
に
心
で
味
わ
え
ば
よ
い
」（
141
・
６
）

一

１
　
鹿
お
ど
し

２
　
ア

３
①
ａ
シ
ー
ソ
ー
　
ｂ
水
受
け
　
ｃ
少
し
ず
つ
た
ま
る

　
②
ｄ
傾
い
て
水
を
こ
ぼ
す

４
　
単
純
な
、
緩
～
返
さ
れ
る
。

５
　
流
れ
る
も
の

６
　
流
れ
て
や
ま
な
い
も
の
の
存
在

二

１
①
噴
水

　
②
中
心

２
　
揺
れ
動
く
バ
ロ
ッ
ク
彫
刻

３
①
ア
　
②
エ

４
　
日
本
人
に
と

５
①
（
例
）
自
然

　
②
積
極
的
に
、
形
な
き
も
の
を
恐
れ
な
い
心

三

１
①
自
然
に
流
れ
る
姿
　
②
音
の
響
き

　
③
流
れ

学
び
を
広
げ
る

一
（
例
）
日
本
人
は
水
が
自
然
に
流
れ
る
姿
を
美
し
い
と

感
じ
る
が
、西
洋
人
は
水
を
造
型
す
る
こ
と
で
美
を
見

い
だ
そ
う
と
す
る
。

解 

説

�

漢
字
・
語
句
を
確
認
し
よ
う

一

①
「
紹
」
を
、同
音
で
形
の
似
た
「
招
」
や
「
昭
」
と
区

別
す
る
。
⑤
「
添
」
の
音
読
み
は
テ
ン
。
⑥
「
扌
（
て
へ

評
論

水
の
東
西

ノ
ー
ト 

P.2
〜
P.5

水の東西　22
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２
　
洛ら
く

中ち
ゅ
う

（
都
の
中
）
は
、本
来
は
敬
う
べ
き
で
あ
る
は

ず
の
仏
像
や
仏
具
を
打
ち
砕
い
て
売
る
ほ
ど
さ
び
れ

て
い
た
。
都
の
外
れ
に
あ
る
た
め
に
、そ
れ
に
輪
を
か

け
て
荒
れ
果
て
て
い
た
羅
生
門
の
様
子
を
読
み
取
ろ

う
。

３
　
下
人
の
様
子
に
つ
い
て
は
、174
ペ
ー
ジ
11
行
目
か
ら

176
ペ
ー
ジ
に
か
け
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
暇
を
出
さ

れ
る
」
と
は
、解
雇
さ
れ
る
こ
と
。
右
の
頰
の
「
に
き

び
を
気
に
し
な
が
ら
」（
174
・
13
）
と
い
う
表
現
か
ら
、

下
人
の
若
さ
と
、や
る
こ
と
が
な
く
て
暇
を
も
て
あ
ま

し
て
い
る
様
子
、な
か
な
か
決
心
が
つ
け
ら
れ
な
い
優

柔
不
断
な
性
格
が
う
か
が
え
る
。

４
①
「
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
」
は
、「
明
日
の
暮
ら

し
」の
こ
と
を
述
べ
た
表
現
。
下
人
が
暇
を
出
さ
れ
た

の
は
、
京
の
都
が
荒
廃
し
て
経
済
的
に
衰
え
た
か
ら

だ
。
こ
の
状
況
で
は
、ま
っ
と
う
な
生
活
の
手
段
を
探

す
希
望
も
な
い
。
176
ペ
ー
ジ
６
行
目
に
は
、「
ど
う
に

も
な
ら
な
い
こ
と
」に
つ
い
て
考
え
を
め
ぐ
ら
せ
た
下

人
は
、「『
盗
人
に
な
る
よ
り
外
に
し
か
た
が
な
い
。』

と
い
う
こ
と
を
、
積
極
的
に
肯
定
す
る
だ
け
の
、
勇
気

が
出
ず
に
い
た
」と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
か
ら

読
み
取
ろ
う
。
②
「
積
極
的
に
肯
定
す
る
だ
け
の
、勇

気
が
出
ず
に
い
た
」
と
い
う
部
分
か
ら
、欠
け
て
い
る

も
の
は
「
勇
気
」
だ
と
読
み
取
れ
る
。

二

１�

　「
雨
風
の
憂
え
の
な
い
」（
176
・
14
）
と
は
、
雨
に
降

ら
れ
風
に
吹
か
れ
る
心
配
が
な
い
、と
い
う
意
味
。
下

人
は
、と
り
あ
え
ず
雨
風
か
ら
身
を
守
る
仮
の
ね
ぐ
ら

に
し
よ
う
と
、
楼
に
上
っ
た
の
で
あ
る
。

２
　
下
人
を
見
る
視
点
を
、映
画
の
カ
メ
ラ
を
置
く
場
所

を
変
え
て
捉
え
直
し
た
か
の
よ
う
な
表
現
。
最
初
は

解 

説

�

漢
字
・
語
句
を
確
認
し
よ
う

一

①
「
剝
」
の
音
読
み
は
「
ハ
ク
」。「
剝
奪
」「
剝
離
」
な

ど
の
熟
語
で
使
わ
れ
る
。
②
「
憂
え
」
は
「
憂
い
」
と
同

じ
。
こ
こ
で
は
「
心
配
」
と
い
う
意
味
。
④
「
濁
」
の
音

読
み
は
「
ダ
ク
」。「
汚
濁
」「
濁
流
」
な
ど
の
熟
語
で
使

わ
れ
る
。
⑥
「
挿
」
の
「
さ
（
す
）」
は
、
あ
る
も
の
を

他
の
も
の
の
間
に
さ
し
は
さ
む
、
と
い
う
意
味
。「
挿
し

絵
」
な
ど
と
も
使
わ
れ
る
。
音
読
み
は
「
ソ
ウ
」。「
挿

入
」「
挿
画
」
な
ど
の
熟
語
で
使
わ
れ
る
。
⑦
「
塞
」
の

音
読
み
は
「
ソ
ク
」。「
閉
塞
」
な
ど
の
熟
語
に
使
わ
れ
る
。

⑲
「
縄
を
か
け
る
」
は
、
本
文
中
で
は
、
罪
人
を
捕
ま
え

る
、
と
い
う
意
味
。
⑳
「
恨
」
の
音
読
み
は
「
コ
ン
」。

「
怨
恨
」
な
ど
の
熟
語
で
使
わ
れ
る
。

二

「
侮
蔑
」
は
、
あ
な
ど
っ
て
さ
げ
す
む
こ
と
、
と
い
う
意

味
。「
襟
髪
」
は
、
首
の
後
ろ
の
髪
、
と
い
う
意
味
。「
嗅

覚
」
は
、に
お
い
に
反
応
す
る
感
覚
、と
い
う
意
味
。「
衰

微
」
は
、
勢
い
が
お
と
ろ
え
て
弱
く
な
る
こ
と
、
と
い
う

意
味
。

三

①
「
い
と
ま
」
は
、
ひ
ま
、
時
間
の
余
裕
、
と
い
う
意
味
。

②
「
慌
て
ふ
た
め
く
」
は
、う
ろ
た
え
て
大
あ
わ
て
を
す

る
様
子
を
表
す
言
葉
。
③
「
途
方
」
は
、
手
段
・
方
法
。

「
く
（
暮
）
れ
る
」
は
、
暗
く
な
る
、
と
い
う
意
味
。
合

わ
せ
て
「
途
方
に
く
れ
る
」
で
、ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か

わ
か
ら
な
い
状
態
を
表
す
。

四

①
「
そ
れ
が
何
な
の
か
わ
か
っ
た
」
と
い
う
意
味
が
自
然

に
つ
な
が
る
ｂ
が
正
解
。
②
「
無
造
作
」
は
、慎
重
に
構

え
ず
に
た
や
す
く
行
う
様
子
、と
い
う
意
味
。
ｂ
の
よ
う

に
は
使
わ
な
い
。

五

①
「
と
り
と
め
も
な
い
」
の
「
と
り
と
め
」
は
、「
ま
と

ま
り
」
と
い
う
意
味
。「
と
り
と
め
も
な
い
」
で
、
ま
と

ま
り
が
な
く
、
い
つ
ま
で
も
終
わ
ら
な
い
様
子
を
表
す
。

②
「
手
荒
い
」
は
、
動
作
や
扱
い
方
が
荒
々
し
い
、
と
い

う
意
味
。

全
体
の
構
成
を
理
解
し
よ
う

「
羅
生
門
の
下
で
」（
172
～
177
・
４
）　
平
安
時
代
末
期
の
あ
る

日
の
暮
れ
方
の
こ
と
。
人
影
の
な
い
羅
生
門
の
下
で
、四
、

五
日
前
に
主
人
に
暇
を
出
さ
れ
た
下
人
が
雨
や
み
を
待

ち
な
が
ら
、ど
う
に
も
な
ら
な
い
明
日
の
生
活
を
思
っ
て

途
方
に
く
れ
て
い
た
。

「
老
婆
と
の
出
会
い
」（
177
・
５
～
180
・
８
）
と
も
か
く
そ
こ

で
一
夜
を
明
か
そ
う
と
、
羅
生
門
の
楼
を
上
っ
た
下
人

は
、そ
こ
で
死
人
の
毛
を
抜
い
て
い
る
醜
い
老
婆
を
目
撃

す
る
。

「
老
婆
の
弁
明
」（
180
・
９
～
183
・
11
）
下
人
は
老
婆
を
取
り

押
さ
え
て
、そ
の
行
為
の
意
味
を
問
い
た
だ
す
。
老
婆
は
、

死
人
の
髪
を
抜
い
て
か
つ
ら
に
す
る
の
だ
、
と
答
え
る
。

そ
れ
は
、
生
き
る
た
め
に
し
か
た
な
く
し
た
こ
と
だ
、
と

弁
明
す
る
。

「
下
人
の
決
意
」（
183
・
12
～
185
）「
き
っ
と
、
そ
う
か
。」
と

念
を
押
す
と
、
下
人
は
老
婆
の
着
物
を
剝
ぎ
取
っ
て
、
夜

の
闇
の
中
へ
逃
走
し
た
。

文
章
の
理
解
を
深
め
よ
う

一

１�

　
ま
ず
は
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
誰
が
と
い
う
、
小
説
の

基
本
設
定
を
お
さ
え
よ
う
。①
季
節
…
き
り
ぎ
り
す
は

秋
の
季
語
に
な
っ
て
い
る
虫
。
ま
た
、「
も・

う・

火ひ

桶お
け

が

欲
し
い
ほ・

ど・

の・

寒
さ
」（
176
・
10
）
と
い
う
表
現
か
ら

も
、ま
だ
冬
で
は
な
い
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
読
み
取

れ
る
。
時
刻
…
「
申さ

る

の
刻
」
は
、
午
後
四
時
頃
。

解 

答

漢
字
・
語
句
を
確
認
し
よ
う

一

①
は
　
②
う
れ
　
③
ぞ
う
り
　
④
に
ご
　
⑤
ざ
ん
じ

⑥
さ
　
⑦
ふ
さ
　
⑧
の
の
し
　
⑨
あ
ざ
け

⑩
け
た
お
　
⑪
砕
　
⑫
尻
　
⑬
楼
　
⑭
太
刀

⑮
範
囲
　
⑯
語
弊
　
⑰
大
股
　
⑱
驚
　
⑲
縄
　
⑳
恨

二

遠
慮
・
侮
蔑
・
襟
髪
・
嗅
覚
・
夕
闇
・
衰
微

三

①
い
と
ま
　
②
ふ
た
め
　
③
く
れ
る

四

①
ｂ
　
②
ａ

五

①
（
例
）
と
り
と
め
も
な
い
話
が
え
ん
え
ん
と
続
く
。

②
（
例
）
食
器
を
手
荒
く
扱
っ
て
は
い
け
な
い
。

全
体
の
構
成
を
理
解
し
よ
う

一

①
暇
　
②
飢
え
死
に
　
③
盗
人
　
④
肯
定
　
⑤
勇
気

⑥
恐
怖
　
⑦
憎
悪
　
⑧
悪
　
⑨
悪
い
こ
と

⑩
し
か
た
が
な
い
　
⑪
着
物

文
章
の
理
解
を
深
め
よ
う

ま
ず
確
認
！
①

時
代
…
市
女
笠
（
172
・
４
）／
揉
烏
帽
子
（
172
・
４
）／
平
安

朝
の
下
人
（
175
・
６
）

季
節
…
き
り
ぎ
り
す
（
172
・
３
）／
火
桶
（
176
・
10
）

時
刻
…
暮
れ
方
（
172
・
１
）／
刻
限
が
遅
い
（
174
・
９
）／
申

の
刻
下
が
り
か
ら
降
り
だ
し
た
雨
（
175
・
７
）／
夕
闇

は
し
だ
い
に
（
175
・
12
）

一

１
①
ａ
平
安
　
ｂ
き
り
ぎ
り
す
　
ｃ
火
桶
　
ｄ
暮
れ
方

ｅ
夕
闇
　
②
ｆ
京
都
　
ｇ
朱
雀
　
ｈ
羅
生
門

③
ｉ
永
年
　
ｊ
大
き
な
に
き
び

２
①
修
理
　
②
死
人
　
③
か
ら
す

３
①
暇
　
②
明
日
の
暮
ら
し

４
①
盗
人
に
な
る
（
こ
と
。）　
②
勇
気

二ま
ず
確
認
！
②

［
恐
怖
］…
179
・
４
／
179
・
９

［
好
奇
心
］…
179
・
４

［
憎
悪
］…
179
・
10
／
181
・
11

［
悪
］…
179
・
12
／
179
・
15
／
180
・
６

１
①
雨
風
　
②
人
目
　
③
夜
を
明
か
そ
う

２
　
ウ

３
①
死
人
　
②
火
　
③
た
だ
の
者

４
　
土
を
こ
ね
て
造
っ
た
人
形

５
　
六
分
の
恐
怖
と
四
分
の
好
奇
心

６
①
恐
怖

②
イ

③
ａ
憎
悪
　
ｂ
悪

７
　
ア

８
　
エ

９
①
ア
　
②
ア

10
①
a
生
死
　
ｂ
支
配
　
②
イ

三

１
①
平
凡
　
②
失
望

２
　
エ

３
①
大
目
　
②
飢
え
死
に
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２
　
洛ら
く

中ち
ゅ
う

（
都
の
中
）
は
、本
来
は
敬
う
べ
き
で
あ
る
は

ず
の
仏
像
や
仏
具
を
打
ち
砕
い
て
売
る
ほ
ど
さ
び
れ

て
い
た
。
都
の
外
れ
に
あ
る
た
め
に
、そ
れ
に
輪
を
か

け
て
荒
れ
果
て
て
い
た
羅
生
門
の
様
子
を
読
み
取
ろ

う
。

３
　
下
人
の
様
子
に
つ
い
て
は
、174
ペ
ー
ジ
11
行
目
か
ら

176
ペ
ー
ジ
に
か
け
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
暇
を
出
さ

れ
る
」
と
は
、解
雇
さ
れ
る
こ
と
。
右
の
頰
の
「
に
き

び
を
気
に
し
な
が
ら
」（
174
・
13
）
と
い
う
表
現
か
ら
、

下
人
の
若
さ
と
、や
る
こ
と
が
な
く
て
暇
を
も
て
あ
ま

し
て
い
る
様
子
、な
か
な
か
決
心
が
つ
け
ら
れ
な
い
優

柔
不
断
な
性
格
が
う
か
が
え
る
。

４
①
「
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
」
は
、「
明
日
の
暮
ら

し
」の
こ
と
を
述
べ
た
表
現
。
下
人
が
暇
を
出
さ
れ
た

の
は
、
京
の
都
が
荒
廃
し
て
経
済
的
に
衰
え
た
か
ら

だ
。
こ
の
状
況
で
は
、ま
っ
と
う
な
生
活
の
手
段
を
探

す
希
望
も
な
い
。
176
ペ
ー
ジ
６
行
目
に
は
、「
ど
う
に

も
な
ら
な
い
こ
と
」に
つ
い
て
考
え
を
め
ぐ
ら
せ
た
下

人
は
、「『
盗
人
に
な
る
よ
り
外
に
し
か
た
が
な
い
。』

と
い
う
こ
と
を
、
積
極
的
に
肯
定
す
る
だ
け
の
、
勇
気

が
出
ず
に
い
た
」と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
か
ら

読
み
取
ろ
う
。
②
「
積
極
的
に
肯
定
す
る
だ
け
の
、勇

気
が
出
ず
に
い
た
」
と
い
う
部
分
か
ら
、欠
け
て
い
る

も
の
は
「
勇
気
」
だ
と
読
み
取
れ
る
。

二

１�

　「
雨
風
の
憂
え
の
な
い
」（
176
・
14
）
と
は
、
雨
に
降

ら
れ
風
に
吹
か
れ
る
心
配
が
な
い
、と
い
う
意
味
。
下

人
は
、と
り
あ
え
ず
雨
風
か
ら
身
を
守
る
仮
の
ね
ぐ
ら

に
し
よ
う
と
、
楼
に
上
っ
た
の
で
あ
る
。

２
　
下
人
を
見
る
視
点
を
、映
画
の
カ
メ
ラ
を
置
く
場
所

を
変
え
て
捉
え
直
し
た
か
の
よ
う
な
表
現
。
最
初
は

解 

説

�

漢
字
・
語
句
を
確
認
し
よ
う

一

①
「
剝
」
の
音
読
み
は
「
ハ
ク
」。「
剝
奪
」「
剝
離
」
な

ど
の
熟
語
で
使
わ
れ
る
。
②
「
憂
え
」
は
「
憂
い
」
と
同

じ
。
こ
こ
で
は
「
心
配
」
と
い
う
意
味
。
④
「
濁
」
の
音

読
み
は
「
ダ
ク
」。「
汚
濁
」「
濁
流
」
な
ど
の
熟
語
で
使

わ
れ
る
。
⑥
「
挿
」
の
「
さ
（
す
）」
は
、
あ
る
も
の
を

他
の
も
の
の
間
に
さ
し
は
さ
む
、
と
い
う
意
味
。「
挿
し

絵
」
な
ど
と
も
使
わ
れ
る
。
音
読
み
は
「
ソ
ウ
」。「
挿

入
」「
挿
画
」
な
ど
の
熟
語
で
使
わ
れ
る
。
⑦
「
塞
」
の

音
読
み
は
「
ソ
ク
」。「
閉
塞
」
な
ど
の
熟
語
に
使
わ
れ
る
。

⑲
「
縄
を
か
け
る
」
は
、
本
文
中
で
は
、
罪
人
を
捕
ま
え

る
、
と
い
う
意
味
。
⑳
「
恨
」
の
音
読
み
は
「
コ
ン
」。

「
怨
恨
」
な
ど
の
熟
語
で
使
わ
れ
る
。

二

「
侮
蔑
」
は
、
あ
な
ど
っ
て
さ
げ
す
む
こ
と
、
と
い
う
意

味
。「
襟
髪
」
は
、
首
の
後
ろ
の
髪
、
と
い
う
意
味
。「
嗅

覚
」
は
、に
お
い
に
反
応
す
る
感
覚
、と
い
う
意
味
。「
衰

微
」
は
、
勢
い
が
お
と
ろ
え
て
弱
く
な
る
こ
と
、
と
い
う

意
味
。

三

①
「
い
と
ま
」
は
、
ひ
ま
、
時
間
の
余
裕
、
と
い
う
意
味
。

②
「
慌
て
ふ
た
め
く
」
は
、う
ろ
た
え
て
大
あ
わ
て
を
す

る
様
子
を
表
す
言
葉
。
③
「
途
方
」
は
、
手
段
・
方
法
。

「
く
（
暮
）
れ
る
」
は
、
暗
く
な
る
、
と
い
う
意
味
。
合

わ
せ
て
「
途
方
に
く
れ
る
」
で
、ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か

わ
か
ら
な
い
状
態
を
表
す
。

四

①
「
そ
れ
が
何
な
の
か
わ
か
っ
た
」
と
い
う
意
味
が
自
然

に
つ
な
が
る
ｂ
が
正
解
。
②
「
無
造
作
」
は
、慎
重
に
構

え
ず
に
た
や
す
く
行
う
様
子
、と
い
う
意
味
。
ｂ
の
よ
う

に
は
使
わ
な
い
。

五

①
「
と
り
と
め
も
な
い
」
の
「
と
り
と
め
」
は
、「
ま
と

ま
り
」
と
い
う
意
味
。「
と
り
と
め
も
な
い
」
で
、
ま
と

ま
り
が
な
く
、
い
つ
ま
で
も
終
わ
ら
な
い
様
子
を
表
す
。

②
「
手
荒
い
」
は
、
動
作
や
扱
い
方
が
荒
々
し
い
、
と
い

う
意
味
。

全
体
の
構
成
を
理
解
し
よ
う

「
羅
生
門
の
下
で
」（
172
～
177
・
４
）　
平
安
時
代
末
期
の
あ
る

日
の
暮
れ
方
の
こ
と
。
人
影
の
な
い
羅
生
門
の
下
で
、四
、

五
日
前
に
主
人
に
暇
を
出
さ
れ
た
下
人
が
雨
や
み
を
待

ち
な
が
ら
、ど
う
に
も
な
ら
な
い
明
日
の
生
活
を
思
っ
て

途
方
に
く
れ
て
い
た
。

「
老
婆
と
の
出
会
い
」（
177
・
５
～
180
・
８
）
と
も
か
く
そ
こ

で
一
夜
を
明
か
そ
う
と
、
羅
生
門
の
楼
を
上
っ
た
下
人

は
、そ
こ
で
死
人
の
毛
を
抜
い
て
い
る
醜
い
老
婆
を
目
撃

す
る
。

「
老
婆
の
弁
明
」（
180
・
９
～
183
・
11
）
下
人
は
老
婆
を
取
り

押
さ
え
て
、そ
の
行
為
の
意
味
を
問
い
た
だ
す
。
老
婆
は
、

死
人
の
髪
を
抜
い
て
か
つ
ら
に
す
る
の
だ
、
と
答
え
る
。

そ
れ
は
、
生
き
る
た
め
に
し
か
た
な
く
し
た
こ
と
だ
、
と

弁
明
す
る
。

「
下
人
の
決
意
」（
183
・
12
～
185
）「
き
っ
と
、
そ
う
か
。」
と

念
を
押
す
と
、
下
人
は
老
婆
の
着
物
を
剝
ぎ
取
っ
て
、
夜

の
闇
の
中
へ
逃
走
し
た
。

文
章
の
理
解
を
深
め
よ
う

一

１�

　
ま
ず
は
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
誰
が
と
い
う
、
小
説
の

基
本
設
定
を
お
さ
え
よ
う
。①
季
節
…
き
り
ぎ
り
す
は

秋
の
季
語
に
な
っ
て
い
る
虫
。
ま
た
、「
も・

う・

火ひ

桶お
け

が

欲
し
い
ほ・

ど・

の・

寒
さ
」（
176
・
10
）
と
い
う
表
現
か
ら

も
、ま
だ
冬
で
は
な
い
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
読
み
取

れ
る
。
時
刻
…
「
申さ

る

の
刻
」
は
、
午
後
四
時
頃
。

ま
ず
確
認
！
③

猫
の
よ
う
に
身
を
縮
め
て
（
177
・
６
）

や
も
り
の
よ
う
に
足
音
を
盗
ん
で
（
177
・
14
）

猿
の
よ
う
な
老
婆
（
178
・
15
）

猿
の
親
が
猿
の
子
の
し
ら
み
を
取
る
よ
う
に
（
179
・
７
）

鶏
の
脚
の
よ
う
な
、
骨
と
皮
ば
か
り
の
腕
（
181
・
３
）

ま
ぶ
た
の
赤
く
な
っ
た
、
肉
食
鳥
の
よ
う
な
、
鋭
い
目
（
182
・

５
）

か
ら
す
の
鳴
く
よ
う
な
声
（
182
・
８
）

蟇
の
つ
ぶ
や
く
よ
う
な
声
（
182
・
13
）

四

１
①
猫
の
よ
　
②
や
も
り

２
①
猿
の
よ
　
②
猿
の
親
　
③
鶏
の
脚

④
ま
ぶ
た
　
⑤
か
ら
す
　
⑥
蟇
の
つ

３
①
イ
　
②
ウ

五

１
ア

２
イ

３
エ

学
び
を
広
げ
る

一

（
例
）
①
は
、あ
ら
ゆ
る
「
悪
」
に
対
す
る
反
感
が
強
ま

り
、目
の
前
で
許
す
べ
か
ら
ざ
る
悪
事
を
行
う
老
婆
に
向

か
っ
て
い
く
勇
気
で
あ
る
。
一
方
、
②
は
、
手
段
を
選
ば

ず
生
き
ぬ
く
た
め
に
、盗
人
に
な
る
「
悪
」
を
積
極
的
に

肯
定
す
る
勇
気
で
あ
る
。

二

（
例
）
飢
え
死
に
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、悪
事
を
は
た
ら

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、下
人
の
暮
ら
す
平
安
朝
の

社
会
は
荒
れ
は
て
た
厳
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
方
。

解 

答

漢
字
・
語
句
を
確
認
し
よ
う

一

①
は
　
②
う
れ
　
③
ぞ
う
り
　
④
に
ご
　
⑤
ざ
ん
じ

⑥
さ
　
⑦
ふ
さ
　
⑧
の
の
し
　
⑨
あ
ざ
け

⑩
け
た
お
　
⑪
砕
　
⑫
尻
　
⑬
楼
　
⑭
太
刀

⑮
範
囲
　
⑯
語
弊
　
⑰
大
股
　
⑱
驚
　
⑲
縄
　
⑳
恨

二

遠
慮
・
侮
蔑
・
襟
髪
・
嗅
覚
・
夕
闇
・
衰
微

三

①
い
と
ま
　
②
ふ
た
め
　
③
く
れ
る

四

①
ｂ
　
②
ａ

五

①
（
例
）
と
り
と
め
も
な
い
話
が
え
ん
え
ん
と
続
く
。

②
（
例
）
食
器
を
手
荒
く
扱
っ
て
は
い
け
な
い
。

全
体
の
構
成
を
理
解
し
よ
う

一

①
暇
　
②
飢
え
死
に
　
③
盗
人
　
④
肯
定
　
⑤
勇
気

⑥
恐
怖
　
⑦
憎
悪
　
⑧
悪
　
⑨
悪
い
こ
と

⑩
し
か
た
が
な
い
　
⑪
着
物

文
章
の
理
解
を
深
め
よ
う

ま
ず
確
認
！
①

時
代
…
市
女
笠
（
172
・
４
）／
揉
烏
帽
子
（
172
・
４
）／
平
安

朝
の
下
人
（
175
・
６
）

季
節
…
き
り
ぎ
り
す
（
172
・
３
）／
火
桶
（
176
・
10
）

時
刻
…
暮
れ
方
（
172
・
１
）／
刻
限
が
遅
い
（
174
・
９
）／
申

の
刻
下
が
り
か
ら
降
り
だ
し
た
雨
（
175
・
７
）／
夕
闇

は
し
だ
い
に
（
175
・
12
）

一

１
①
ａ
平
安
　
ｂ
き
り
ぎ
り
す
　
ｃ
火
桶
　
ｄ
暮
れ
方

ｅ
夕
闇
　
②
ｆ
京
都
　
ｇ
朱
雀
　
ｈ
羅
生
門

③
ｉ
永
年
　
ｊ
大
き
な
に
き
び

２
①
修
理
　
②
死
人
　
③
か
ら
す

３
①
暇
　
②
明
日
の
暮
ら
し

４
①
盗
人
に
な
る
（
こ
と
。）　
②
勇
気

二ま
ず
確
認
！
②

［
恐
怖
］…
179
・
４
／
179
・
９

［
好
奇
心
］…
179
・
４

［
憎
悪
］…
179
・
10
／
181
・
11

［
悪
］…
179
・
12
／
179
・
15
／
180
・
６

１
①
雨
風
　
②
人
目
　
③
夜
を
明
か
そ
う

２
　
ウ

３
①
死
人
　
②
火
　
③
た
だ
の
者

４
　
土
を
こ
ね
て
造
っ
た
人
形

５
　
六
分
の
恐
怖
と
四
分
の
好
奇
心

６
①
恐
怖

②
イ

③
ａ
憎
悪
　
ｂ
悪

７
　
ア

８
　
エ

９
①
ア
　
②
ア

10
①
a
生
死
　
ｂ
支
配
　
②
イ

三

１
①
平
凡
　
②
失
望

２
　
エ

３
①
大
目
　
②
飢
え
死
に

小
説

羅
生
門

ノ
ー
ト 

P.6
〜
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怒
り
は
、
合
理
的
な
善
悪
の
判
断
で
は
な
く
、
単
な
る

感
情
の
爆
発
で
し
か
な
い
こ
と
を
読
み
取
り
た
い
。

８
　
前
項
で
解
説
し
た
よ
う
に
、下
人
は
無
意
識
に
老
婆

の
状
況
と
、現
在
の
自
分
の
状
況
を
重
ね
て
い
る
。
老

婆
の
行
為
を
「
悪
」
だ
と
決
め
つ
け
て
責
め
る
こ
と
で
、

自
分
は
そ
の
よ
う
に
な
ら
な
い
正
し
い
心
を
も
っ
て

い
る
と
、
自
分
自
身
を
正
当
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

９
①
比
喩
表
現
に
は
、
次
の
よ
う
な
形
が
あ
る
。

⑴
　
直
喩
（
明
喩
）
…
「
～
の
よ
う
」
な
ど
と
い
う
形

で
た
と
え
る
表
現
。

例
「
ご
ま
を
ま
い
た
よ
う
に
、
は
っ
き
り
見
え
た
」

（
174
・
７
）

⑵
　
隠
喩
（
暗
喩
）
…
「
～
の
よ
う
」
な
ど
の
言
葉
を

使
わ
ず
に
た
と
え
る
表
現
。

例
「
急
な
は
し
ご
を
夜
の
底
へ
駆
け
下
り
た
」（
184
・

15
）　
※
「
夜
の
底
（
の
よ
う
な
闇
に
包
ま
れ
た

表
）
へ
」
と
、「
～
よ
う
」
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。

⑶
　
擬
人
法
（
活
喩
）
…
人
で
な
い
も
の
を
人
に
た
と

え
る
表
現
。

例
「
風
は
門
の
柱
と
柱
と
の
間
を
、夕
闇
と
と
も
に

遠
慮
な
く
、吹
き
抜
け
る
」（
176
・
10
）　
※
「
風
」

に
、人
間
の
よ
う
な
意
思
が
あ
る
か
の
よ
う
に
書

か
れ
た
表
現
。

⑷
　
換
喩
…
具
体
的
な
事
物
で
、一
般
的
な
概
念
を
代

表
さ
せ
て
表
す
表
現
。

例
「
雨
や
み
を
す
る
市い

ち

女め

笠が
さ

や
揉も
み

烏え

帽ぼ

子し

が
、も
う

二
、
三
人
は
あ
り
そ
う
な
も
の
で
あ
る
」（
172
・

４
）　
※
「
市
女
笠
」
と
「
揉
烏
帽
子
」
と
い
う

言
葉
で
、平
安
時
代
の
一
般
的
な
女
性
と
男
性
を

表
し
て
い
る
。

「
一
人
の
男
」
が
誰
だ
か
わ
か
ら
な
い
が
、「
に
き
び
の

あ
る
頰
で
あ
る
」（
177
・
８
）
と
い
う
描
写
を
読
め
ば
、

先
ほ
ど
の
下
人
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。作
者

は
い
っ
た
ん
客
観
的
な
描
写
に
切
り
替
え
て
、羅
生
門

の
情
景
の
一
つ
と
し
て
男
を
見
つ
め
、「
一
人
の
男
」

→
「
そ
の
男
」
→
「
下
人
」
と
男
の
正
体
が
明
ら
か
に

な
る
こ
と
で
、下
人
の
心
理
に
沿
っ
た
描
写
へ
と
移
っ

て
い
る
。
ア
・
イ
・
エ
の
よ
う
に
気
分
や
時
間
・
場
所

の
変
化
は
あ
る
が
、そ
れ
を
特
に
強
調
す
る
た
め
の
描

写
の
工
夫
で
は
な
い
。

３
　「
息
を
殺
す
」
は
、
息
を
お
さ
え
て
わ
ず
か
な
音
も

立
て
な
い
よ
う
に
す
る
、と
い
う
意
味
。
当
時
の
羅
生

門
は
、
狐
狸
や
盗
人
が
棲す

み
、
死
体
が
捨
て
ら
れ
る
不

気
味
な
場
所
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。そ
こ
で
火
を
と

も
し
て
い
る
者
に
気
づ
い
た
下
人
は
、「
ど
う
せ
た
だ

の
者
で
は
な
い
」（
177
・
13
）
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。

「
や
も
り
の
よ
う
に
足
音
を
盗
ん
で
」（
177
・
14
）、「
体

を
で
き
る
だ
け
、
平
ら
に
し
な
が
ら
」（
177
・
15
）
な

ど
、下
人
の
恐
怖
心
や
警
戒
心
を
表
す
描
写
に
も
注
目

し
よ
う
。

４
　
死
体
が
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
っ
て
、「
土
を
こ
ね
て
造
っ

た
人
形
の
よ
う
」（
178
・
７
）
な
も
の
に
変
化
し
て
い

る
様
子
を
表
し
た
描
写
。

５
　「
六
分
の
恐
怖
と
四
分
の
好
奇
心
」（
179
・
４
）
は
、

全
体
を
十
と
す
る
と
六
が
恐
怖
で
四
が
好
奇
心
だ
っ

た
、と
い
う
意
味
。
怖
い
も
の
見
た
さ
で
老
婆
の
様
子

を
見
つ
め
る
、
下
人
の
心
理
を
表
し
た
表
現
で
あ
る
。

６
①
老
婆
が
死
体
の
髪
の
毛
を
抜
く
の
を
見
て
い
る
う

ち
に
、
下
人
の
心
か
ら
、
十
の
う
ち
六
分
を
占
め
て
い

た
恐
怖
心
が
消
え
て
い
っ
た
。②
楼
の
上
で
見
つ
け
た

相
手
を
「
た
だ
の
者
で
は
な
い
」
と
思
っ
た
下
人
は
、

そ
の
相
手
を
観
察
す
る
こ
と
で
、「
檜
皮
色
の
着
物
を

着
た
、
背
の
低
い
、
痩
せ
た
、
白
髪
頭
の
、
猿
の
よ
う

な
老
婆
」（
178
・
15
）
だ
と
確
認
す
る
。
こ
の
時
点
で
、

自
分
に
危
害
を
加
え
る
よ
う
な
狐
狸
や
盗
人
で
は
な

い
と
わ
か
っ
た
は
ず
だ
。
さ
ら
に
、老
婆
が
死
体
の
髪

の
毛
を
抜
い
て
い
る
こ
と
を
具
体
的
に
見
き
わ
め
て
、

そ
の
行
為
が
ど
ん
な
意
味
を
も
つ
の
か
は
わ
か
ら
な

い
も
の
の
、正
体
の
わ
か
ら
な
い
も
の
に
対
す
る
恐
怖

が
消
え
た
の
で
あ
る
。

７
　
直
前
で
「
さ
っ
き
門
の
下
で
こ
の
男
が
考
え
て
い

た
、
飢
え
死
に
を
す
る
か
盗
人
に
な
る
か
と
い
う
問

題
」（
179
・
13
）
が
、
な
ぜ
改
め
て
取
り
あ
げ
ら
れ
た

の
か
を
考
え
て
み
よ
う
。
男
の
頭
の
中
に
は
、
常
に

「
盗
人
に
な
る
よ
り
外
に
し
か
た
が
な
い
」（
176
・
６
）

状
況
に
陥
る
危
機
感
が
染
み
つ
い
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。「
下
人
に
と
っ
て
は
、
こ
の
雨
の
夜
に
、
こ
の
羅

生
門
の
上
で
、
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く
と
い
う
こ
と

が
、そ
れ
だ
け
で
す
で
に
許
す
べ
か
ら
ざ
る
悪
」（
180
・

５
）
で
あ
っ
た
。
目
の
前
で
醜
い
老
婆
が
、邪
悪
な
行

い
に
ふ
け
る
様
子
を
見
た
下
人
は
、自
分
も
そ
う
な
る

か
も
し
れ
な
い
と
い
う
、受
け
入
れ
た
く
な
い
未
来
を

見
せ
つ
け
ら
れ
た
気
が
し
て
、「
悪
を
憎
む
心
」
を
「
勢

い
よ
く
燃
え
上
が
」
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
イ
・
ウ
は
老

婆
へ
の
憎
悪
と
は
直
接
関
係
が
無
い
。
エ
は「
な
ぜ
老

婆
が
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。し

た
が
っ
て
、
合
理
的
に
は
、
そ
れ
を
善
悪
の
い
ず
れ
に

片
づ
け
て
よ
い
か
知
ら
な
か
っ
た
」（
180
・
３
）
と
あ

る
よ
う
に
、明
確
な
理
屈
で
善
悪
を
判
定
で
き
な
い
こ

と
と
の
関
連
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
、下
人
の

学
び
を
広
げ
る

一

①
「
こ
の
老
婆
を
捕
ら
え
た
時
の
勇
気
」
に
つ
い
て
は
、

179
ペ
ー
ジ
９
行
目
か
ら
の
段
落
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。そ

れ
ま
で
下
人
は
、「
六
分
の
恐
怖
と
四
分
の
好
奇
心
」
を

い
だ
い
て
「
息
を
す
る
の
さ
え
忘
れ
て
」
老
婆
の
様
子
を

見
守
っ
て
い
た
。
従
っ
て
、
こ
の
時
点
で
ま
だ
「
勇
気
」

は
わ
い
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、老
婆
が
死
骸
か
ら
髪
を

抜
く
様
子
を
見
る
う
ち
に
、恐
怖
が
少
し
ず
つ
消
え
、「
あ

ら
ゆ
る
悪
に
対
す
る
反
感
」
が
強
さ
を
増
し
、老
婆
に
飛

び
か
か
っ
て
い
く
。
つ
ま
り
①
の
勇
気
は
、「
悪
」
に
対

す
る
反
感
か
ら
、老
婆
へ
立
ち
向
か
う
衝
動
の
原
因
と
な

る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　�

②
の
勇
気
は
、「
文
章
の
理
解
を
深
め
よ
う
」
の
五

１
で

学
習
し
た
と
お
り
。門
の
下
で
は
ま
だ
も
つ
こ
と
の
で
き

な
か
っ
た
勇
気
。
つ
ま
り
、手
段
を
選
ば
す
に
生
き
る
た

め
に
、盗
人
に
な
る
「
悪
」
に
手
を
染
め
る
こ
と
を
積
極

的
に
肯
定
す
る
勇
気
で
あ
る
。
176
ペ
ー
ジ
５
～
８
行
目

を
、「
悪
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
な
が
ら
ま
と
め
よ
う
。

二

　
羅
生
門
で
出
会
っ
た
老
婆
は
、
特
別
な
人
物
で
は
な

く
、
平
安
朝
の
民
衆
社
会
を
体
現
す
る
存
在
と
し
て
、
そ

の
現
実
を
直
に
伝
え
る
者
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、老
婆

た
ち
の
生
活
が
、下
人
が
身
を
も
っ
て
学
ん
だ
社
会
の
現

実
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
て
ま
と
め
よ
う
。飢
え
死
に
か

ら
逃
れ
る
た
め
に
死
人
の
髪
を
抜
く
老
婆
や
、悪
事
を
重

ね
て
生
涯
を
終
え
た
死
骸
た
ち
の
生
き
様
を
見
聞
き
し
、

下
人
は
、自
ら
が
暮
ら
す
社
会
の
混
沌
と
し
た
厳
し
い
現

実
を
知
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

⑸
　
提
喩
…
広
い
意
味
を
も
つ
意
味
内
容
で
、具
体
的

な
事
物
を
表
す
表
現
。

例
「
白
い
鋼
の
色
を
、
そ
の
目
の
前
へ
突
き
つ
け

た
」（
181
・
６
）　
※
「
白
い
鋼
の
色
」
と
い
う
広

い
意
味
を
も
つ
意
味
内
容
で
、太
刀
の
切
っ
先
と

い
う
具
体
的
な
も
の
を
表
し
て
い
る
。

　
　
右
で
分
類
し
た
よ
う
に
、「
白
い
鋼
の
色
」
は
、

「
提
喩
」
の
表
現
。
ア
は
同
じ
く
提
喩
、
イ
は
隠

喩
、
ウ
は
直
喩
、
エ
は
擬
人
法
。

②
下
人
は
太
刀
の
刃
を
突
き
つ
け
な
が
ら
、「
何
を
し

て
い
た
」と
老
婆
を
問
い
つ
め
て
い
る
。
武
器
の
力
を

借
り
て
、老
婆
を
尋
問
す
る
か
の
よ
う
に
迫
る
下
人
の

姿
と
、
そ
の
状
況
で
の
心
情
を
考
え
る
。

10
①
「
こ
の
」
は
直
前
の
、「
こ
の
老
婆
の
生
死
が
、
全

然
、自
分
の
意
志
に
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

意
識
し
た
」と
い
う
内
容
を
指
し
て
い
る
。
②
老
婆
の

生
死
を
支
配
し
た
優
越
感
を
も
つ
こ
と
で
、と
り
あ
え

ず
の
満
足
感
を
得
た
下
人
は
、一
時
的
な
感
情
の
高
ぶ

り
か
ら
生
ま
れ
た
「
憎
悪
の
心
」
を
冷
ま
し
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。

三

１�

　
老
婆
の
答
え
の
直
後
に
書
か
れ
た
内
容
で
あ
る
。

２
　
そ
れ
ま
で
下
人
が
い
だ
い
て
き
た
「
憎
悪
」
は
、感

情
的
な
も
の
だ
っ
た
。「
冷
や
や
か
な
侮
蔑
」と
は
、老

婆
の
平
凡
な
答
え
を
聞
い
た
下
人
の
感
情
が
冷
め
て
、

相
手
と
自
分
の
立
場
を
客
観
視
す
る
余
裕
が
で
き
た

こ
と
を
示
す
表
現
で
あ
る
。

３
　
老
婆
の
話
の
中
に
、「
し
か
た
が
な
く
」
と
い
う
言

葉
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
。自
分
の

行
為
が
し
か
た
の
な
い
こ
と
だ
と
説
明
す
る
こ
と
で
、

正
当
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

１�

　
下
人
が
老
婆
と
出
会
う
前
の
動
物
を
使
っ
た
比
喩

表
現
は
、下
人
が
ど
の
よ
う
な
様
子
だ
っ
た
の
か
を
表

す
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
。

２
　
下
人
が
老
婆
と
出
会
っ
て
以
降
の
動
物
を
使
っ
た

比
喩
表
現
は
、下
人
が
老
婆
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
感

じ
た
の
か
を
表
す
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
。

３
　
①
は
、
下
人
が
お
び
え
て
緊
張
し
て
い
る
場
面
で
、

②
は
、
下
人
が
老
婆
に
対
し
て
、
不
快
や
冷
酷
さ
を
感

じ
て
い
る
場
面
で
使
わ
れ
て
い
た
比
喩
で
あ
る
こ
と

に
着
目
す
る
。

五

１�

　
直
後
に
「
そ
れ
（
＝
あ
る
勇
気
）
は
、さ
っ
き
門
の

下
で
、こ
の
男
に
は
欠
け
て
い
た
勇
気
で
あ
る
」
と
あ

る
。
門
の
下
で
、下
人
が
ど
う
い
う
考
え
に
至
っ
た
の

か
、176
ペ
ー
ジ
５
行
目
か
ら
の
文
を
読
み
返
し
て
み
よ

う
。「『
盗
人
に
な
る
よ
り
外
に
し
か
た
が
な
い
。』
と

い
う
こ
と
を
、
積
極
的
に
肯
定
す
る
だ
け
の
、
勇
気
が

出
ず
に
い
た
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、下
人
に
欠
け
て
い

た
の
は
、
生
き
る
た
め
に
手
段
を
選
ば
ず
、
盗
人
に
な

る
勇
気
で
あ
る
。

２
　「
き
っ
と
、
そ
う
か
」
は
、
182
ペ
ー
ジ
15
行
目
か
ら

の
老
婆
の
弁
明
に
対
し
て
、
特
に
、
悪
事
を
は
た
ら
い

て
も
「
大
目
に
見
て
く
れ
る
で
あ
ろ
」
と
い
う
最
後
の

言
葉
に
対
し
て
返
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る
。

３
　「
夜
の
底
」
と
い
う
言
葉
は
、
暗
く
て
得
体
の
知
れ

な
い
「
悪
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
、あ
て

は
ま
る
の
は
イ
・
エ
で
あ
る
。
下
人
は
そ
こ
へ
、
老
婆

の
着
物
を
奪
っ
て
、勢
い
よ
く
駆
け
下
り
て
い
っ
た
の

だ
か
ら
、悪
の
世
界
に
転
落
し
て
も
生
き
抜
い
て
や
ろ

う
と
い
う
し
た
た
か
な
意
志
が
感
じ
ら
れ
る
。あ
て
は

ま
る
の
は
エ
で
あ
る
。
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怒
り
は
、
合
理
的
な
善
悪
の
判
断
で
は
な
く
、
単
な
る

感
情
の
爆
発
で
し
か
な
い
こ
と
を
読
み
取
り
た
い
。

８
　
前
項
で
解
説
し
た
よ
う
に
、下
人
は
無
意
識
に
老
婆

の
状
況
と
、現
在
の
自
分
の
状
況
を
重
ね
て
い
る
。
老

婆
の
行
為
を
「
悪
」
だ
と
決
め
つ
け
て
責
め
る
こ
と
で
、

自
分
は
そ
の
よ
う
に
な
ら
な
い
正
し
い
心
を
も
っ
て

い
る
と
、
自
分
自
身
を
正
当
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

９
①
比
喩
表
現
に
は
、
次
の
よ
う
な
形
が
あ
る
。

⑴
　
直
喩
（
明
喩
）
…
「
～
の
よ
う
」
な
ど
と
い
う
形

で
た
と
え
る
表
現
。

例
「
ご
ま
を
ま
い
た
よ
う
に
、
は
っ
き
り
見
え
た
」

（
174
・
７
）

⑵
　
隠
喩
（
暗
喩
）
…
「
～
の
よ
う
」
な
ど
の
言
葉
を

使
わ
ず
に
た
と
え
る
表
現
。

例
「
急
な
は
し
ご
を
夜
の
底
へ
駆
け
下
り
た
」（
184
・

15
）　
※
「
夜
の
底
（
の
よ
う
な
闇
に
包
ま
れ
た

表
）
へ
」
と
、「
～
よ
う
」
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。

⑶
　
擬
人
法
（
活
喩
）
…
人
で
な
い
も
の
を
人
に
た
と

え
る
表
現
。

例
「
風
は
門
の
柱
と
柱
と
の
間
を
、夕
闇
と
と
も
に

遠
慮
な
く
、吹
き
抜
け
る
」（
176
・
10
）　
※
「
風
」

に
、人
間
の
よ
う
な
意
思
が
あ
る
か
の
よ
う
に
書

か
れ
た
表
現
。

⑷
　
換
喩
…
具
体
的
な
事
物
で
、一
般
的
な
概
念
を
代

表
さ
せ
て
表
す
表
現
。

例
「
雨
や
み
を
す
る
市い

ち

女め

笠が
さ

や
揉も
み

烏え

帽ぼ

子し

が
、も
う

二
、
三
人
は
あ
り
そ
う
な
も
の
で
あ
る
」（
172
・

４
）　
※
「
市
女
笠
」
と
「
揉
烏
帽
子
」
と
い
う

言
葉
で
、平
安
時
代
の
一
般
的
な
女
性
と
男
性
を

表
し
て
い
る
。

「
一
人
の
男
」
が
誰
だ
か
わ
か
ら
な
い
が
、「
に
き
び
の

あ
る
頰
で
あ
る
」（
177
・
８
）
と
い
う
描
写
を
読
め
ば
、

先
ほ
ど
の
下
人
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。作
者

は
い
っ
た
ん
客
観
的
な
描
写
に
切
り
替
え
て
、羅
生
門

の
情
景
の
一
つ
と
し
て
男
を
見
つ
め
、「
一
人
の
男
」

→
「
そ
の
男
」
→
「
下
人
」
と
男
の
正
体
が
明
ら
か
に

な
る
こ
と
で
、下
人
の
心
理
に
沿
っ
た
描
写
へ
と
移
っ

て
い
る
。
ア
・
イ
・
エ
の
よ
う
に
気
分
や
時
間
・
場
所

の
変
化
は
あ
る
が
、そ
れ
を
特
に
強
調
す
る
た
め
の
描

写
の
工
夫
で
は
な
い
。

３
　「
息
を
殺
す
」
は
、
息
を
お
さ
え
て
わ
ず
か
な
音
も

立
て
な
い
よ
う
に
す
る
、と
い
う
意
味
。
当
時
の
羅
生

門
は
、
狐
狸
や
盗
人
が
棲す

み
、
死
体
が
捨
て
ら
れ
る
不

気
味
な
場
所
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。そ
こ
で
火
を
と

も
し
て
い
る
者
に
気
づ
い
た
下
人
は
、「
ど
う
せ
た
だ

の
者
で
は
な
い
」（
177
・
13
）
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。

「
や
も
り
の
よ
う
に
足
音
を
盗
ん
で
」（
177
・
14
）、「
体

を
で
き
る
だ
け
、
平
ら
に
し
な
が
ら
」（
177
・
15
）
な

ど
、下
人
の
恐
怖
心
や
警
戒
心
を
表
す
描
写
に
も
注
目

し
よ
う
。

４
　
死
体
が
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
っ
て
、「
土
を
こ
ね
て
造
っ

た
人
形
の
よ
う
」（
178
・
７
）
な
も
の
に
変
化
し
て
い

る
様
子
を
表
し
た
描
写
。

５
　「
六
分
の
恐
怖
と
四
分
の
好
奇
心
」（
179
・
４
）
は
、

全
体
を
十
と
す
る
と
六
が
恐
怖
で
四
が
好
奇
心
だ
っ

た
、と
い
う
意
味
。
怖
い
も
の
見
た
さ
で
老
婆
の
様
子

を
見
つ
め
る
、
下
人
の
心
理
を
表
し
た
表
現
で
あ
る
。

６
①
老
婆
が
死
体
の
髪
の
毛
を
抜
く
の
を
見
て
い
る
う

ち
に
、
下
人
の
心
か
ら
、
十
の
う
ち
六
分
を
占
め
て
い

た
恐
怖
心
が
消
え
て
い
っ
た
。②
楼
の
上
で
見
つ
け
た

相
手
を
「
た
だ
の
者
で
は
な
い
」
と
思
っ
た
下
人
は
、

そ
の
相
手
を
観
察
す
る
こ
と
で
、「
檜
皮
色
の
着
物
を

着
た
、
背
の
低
い
、
痩
せ
た
、
白
髪
頭
の
、
猿
の
よ
う

な
老
婆
」（
178
・
15
）
だ
と
確
認
す
る
。
こ
の
時
点
で
、

自
分
に
危
害
を
加
え
る
よ
う
な
狐
狸
や
盗
人
で
は
な

い
と
わ
か
っ
た
は
ず
だ
。
さ
ら
に
、老
婆
が
死
体
の
髪

の
毛
を
抜
い
て
い
る
こ
と
を
具
体
的
に
見
き
わ
め
て
、

そ
の
行
為
が
ど
ん
な
意
味
を
も
つ
の
か
は
わ
か
ら
な

い
も
の
の
、正
体
の
わ
か
ら
な
い
も
の
に
対
す
る
恐
怖

が
消
え
た
の
で
あ
る
。

７
　
直
前
で
「
さ
っ
き
門
の
下
で
こ
の
男
が
考
え
て
い

た
、
飢
え
死
に
を
す
る
か
盗
人
に
な
る
か
と
い
う
問

題
」（
179
・
13
）
が
、
な
ぜ
改
め
て
取
り
あ
げ
ら
れ
た

の
か
を
考
え
て
み
よ
う
。
男
の
頭
の
中
に
は
、
常
に

「
盗
人
に
な
る
よ
り
外
に
し
か
た
が
な
い
」（
176
・
６
）

状
況
に
陥
る
危
機
感
が
染
み
つ
い
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。「
下
人
に
と
っ
て
は
、
こ
の
雨
の
夜
に
、
こ
の
羅

生
門
の
上
で
、
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く
と
い
う
こ
と

が
、そ
れ
だ
け
で
す
で
に
許
す
べ
か
ら
ざ
る
悪
」（
180
・

５
）
で
あ
っ
た
。
目
の
前
で
醜
い
老
婆
が
、邪
悪
な
行

い
に
ふ
け
る
様
子
を
見
た
下
人
は
、自
分
も
そ
う
な
る

か
も
し
れ
な
い
と
い
う
、受
け
入
れ
た
く
な
い
未
来
を

見
せ
つ
け
ら
れ
た
気
が
し
て
、「
悪
を
憎
む
心
」
を
「
勢

い
よ
く
燃
え
上
が
」
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
イ
・
ウ
は
老

婆
へ
の
憎
悪
と
は
直
接
関
係
が
無
い
。
エ
は「
な
ぜ
老

婆
が
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。し

た
が
っ
て
、
合
理
的
に
は
、
そ
れ
を
善
悪
の
い
ず
れ
に

片
づ
け
て
よ
い
か
知
ら
な
か
っ
た
」（
180
・
３
）
と
あ

る
よ
う
に
、明
確
な
理
屈
で
善
悪
を
判
定
で
き
な
い
こ

と
と
の
関
連
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
、下
人
の

学
び
を
広
げ
る

一

①
「
こ
の
老
婆
を
捕
ら
え
た
時
の
勇
気
」
に
つ
い
て
は
、

179
ペ
ー
ジ
９
行
目
か
ら
の
段
落
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。そ

れ
ま
で
下
人
は
、「
六
分
の
恐
怖
と
四
分
の
好
奇
心
」
を

い
だ
い
て
「
息
を
す
る
の
さ
え
忘
れ
て
」
老
婆
の
様
子
を

見
守
っ
て
い
た
。
従
っ
て
、
こ
の
時
点
で
ま
だ
「
勇
気
」

は
わ
い
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、老
婆
が
死
骸
か
ら
髪
を

抜
く
様
子
を
見
る
う
ち
に
、恐
怖
が
少
し
ず
つ
消
え
、「
あ

ら
ゆ
る
悪
に
対
す
る
反
感
」
が
強
さ
を
増
し
、老
婆
に
飛

び
か
か
っ
て
い
く
。
つ
ま
り
①
の
勇
気
は
、「
悪
」
に
対

す
る
反
感
か
ら
、老
婆
へ
立
ち
向
か
う
衝
動
の
原
因
と
な

る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　�

②
の
勇
気
は
、「
文
章
の
理
解
を
深
め
よ
う
」
の
五

１
で

学
習
し
た
と
お
り
。門
の
下
で
は
ま
だ
も
つ
こ
と
の
で
き

な
か
っ
た
勇
気
。
つ
ま
り
、手
段
を
選
ば
す
に
生
き
る
た

め
に
、盗
人
に
な
る
「
悪
」
に
手
を
染
め
る
こ
と
を
積
極

的
に
肯
定
す
る
勇
気
で
あ
る
。
176
ペ
ー
ジ
５
～
８
行
目

を
、「
悪
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
な
が
ら
ま
と
め
よ
う
。

二

　
羅
生
門
で
出
会
っ
た
老
婆
は
、
特
別
な
人
物
で
は
な

く
、
平
安
朝
の
民
衆
社
会
を
体
現
す
る
存
在
と
し
て
、
そ

の
現
実
を
直
に
伝
え
る
者
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、老
婆

た
ち
の
生
活
が
、下
人
が
身
を
も
っ
て
学
ん
だ
社
会
の
現

実
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
て
ま
と
め
よ
う
。飢
え
死
に
か

ら
逃
れ
る
た
め
に
死
人
の
髪
を
抜
く
老
婆
や
、悪
事
を
重

ね
て
生
涯
を
終
え
た
死
骸
た
ち
の
生
き
様
を
見
聞
き
し
、

下
人
は
、自
ら
が
暮
ら
す
社
会
の
混
沌
と
し
た
厳
し
い
現

実
を
知
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

⑸
　
提
喩
…
広
い
意
味
を
も
つ
意
味
内
容
で
、具
体
的

な
事
物
を
表
す
表
現
。

例
「
白
い
鋼
の
色
を
、
そ
の
目
の
前
へ
突
き
つ
け

た
」（
181
・
６
）　
※
「
白
い
鋼
の
色
」
と
い
う
広

い
意
味
を
も
つ
意
味
内
容
で
、太
刀
の
切
っ
先
と

い
う
具
体
的
な
も
の
を
表
し
て
い
る
。

　
　
右
で
分
類
し
た
よ
う
に
、「
白
い
鋼
の
色
」
は
、

「
提
喩
」
の
表
現
。
ア
は
同
じ
く
提
喩
、
イ
は
隠

喩
、
ウ
は
直
喩
、
エ
は
擬
人
法
。

②
下
人
は
太
刀
の
刃
を
突
き
つ
け
な
が
ら
、「
何
を
し

て
い
た
」と
老
婆
を
問
い
つ
め
て
い
る
。
武
器
の
力
を

借
り
て
、老
婆
を
尋
問
す
る
か
の
よ
う
に
迫
る
下
人
の

姿
と
、
そ
の
状
況
で
の
心
情
を
考
え
る
。

10
①
「
こ
の
」
は
直
前
の
、「
こ
の
老
婆
の
生
死
が
、
全

然
、自
分
の
意
志
に
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

意
識
し
た
」と
い
う
内
容
を
指
し
て
い
る
。
②
老
婆
の

生
死
を
支
配
し
た
優
越
感
を
も
つ
こ
と
で
、と
り
あ
え

ず
の
満
足
感
を
得
た
下
人
は
、一
時
的
な
感
情
の
高
ぶ

り
か
ら
生
ま
れ
た
「
憎
悪
の
心
」
を
冷
ま
し
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。

三

１�

　
老
婆
の
答
え
の
直
後
に
書
か
れ
た
内
容
で
あ
る
。

２
　
そ
れ
ま
で
下
人
が
い
だ
い
て
き
た
「
憎
悪
」
は
、感

情
的
な
も
の
だ
っ
た
。「
冷
や
や
か
な
侮
蔑
」と
は
、老

婆
の
平
凡
な
答
え
を
聞
い
た
下
人
の
感
情
が
冷
め
て
、

相
手
と
自
分
の
立
場
を
客
観
視
す
る
余
裕
が
で
き
た

こ
と
を
示
す
表
現
で
あ
る
。

３
　
老
婆
の
話
の
中
に
、「
し
か
た
が
な
く
」
と
い
う
言

葉
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
。自
分
の

行
為
が
し
か
た
の
な
い
こ
と
だ
と
説
明
す
る
こ
と
で
、

正
当
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

１�

　
下
人
が
老
婆
と
出
会
う
前
の
動
物
を
使
っ
た
比
喩

表
現
は
、下
人
が
ど
の
よ
う
な
様
子
だ
っ
た
の
か
を
表

す
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
。

２
　
下
人
が
老
婆
と
出
会
っ
て
以
降
の
動
物
を
使
っ
た

比
喩
表
現
は
、下
人
が
老
婆
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
感

じ
た
の
か
を
表
す
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
。

３
　
①
は
、
下
人
が
お
び
え
て
緊
張
し
て
い
る
場
面
で
、

②
は
、
下
人
が
老
婆
に
対
し
て
、
不
快
や
冷
酷
さ
を
感

じ
て
い
る
場
面
で
使
わ
れ
て
い
た
比
喩
で
あ
る
こ
と

に
着
目
す
る
。

五

１�

　
直
後
に
「
そ
れ
（
＝
あ
る
勇
気
）
は
、さ
っ
き
門
の

下
で
、こ
の
男
に
は
欠
け
て
い
た
勇
気
で
あ
る
」
と
あ

る
。
門
の
下
で
、下
人
が
ど
う
い
う
考
え
に
至
っ
た
の

か
、176
ペ
ー
ジ
５
行
目
か
ら
の
文
を
読
み
返
し
て
み
よ

う
。「『
盗
人
に
な
る
よ
り
外
に
し
か
た
が
な
い
。』
と

い
う
こ
と
を
、
積
極
的
に
肯
定
す
る
だ
け
の
、
勇
気
が

出
ず
に
い
た
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、下
人
に
欠
け
て
い

た
の
は
、
生
き
る
た
め
に
手
段
を
選
ば
ず
、
盗
人
に
な

る
勇
気
で
あ
る
。

２
　「
き
っ
と
、
そ
う
か
」
は
、
182
ペ
ー
ジ
15
行
目
か
ら

の
老
婆
の
弁
明
に
対
し
て
、
特
に
、
悪
事
を
は
た
ら
い

て
も
「
大
目
に
見
て
く
れ
る
で
あ
ろ
」
と
い
う
最
後
の

言
葉
に
対
し
て
返
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る
。

３
　「
夜
の
底
」
と
い
う
言
葉
は
、
暗
く
て
得
体
の
知
れ

な
い
「
悪
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
、あ
て

は
ま
る
の
は
イ
・
エ
で
あ
る
。
下
人
は
そ
こ
へ
、
老
婆

の
着
物
を
奪
っ
て
、勢
い
よ
く
駆
け
下
り
て
い
っ
た
の

だ
か
ら
、悪
の
世
界
に
転
落
し
て
も
生
き
抜
い
て
や
ろ

う
と
い
う
し
た
た
か
な
意
志
が
感
じ
ら
れ
る
。あ
て
は

ま
る
の
は
エ
で
あ
る
。
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四

①
期
待
通
り
、
一
人
の
僧
が
「
も
の
申
し
さ
ぶ
ら
は
む
、

お
ど
ろ
か
せ
た
ま
へ
。」
と
起
こ
し
て
く
れ
た
の
を
、
児

は
「
う
れ
し
い
」
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
②
僧
が
起
こ
し

て
く
れ
て
い
る
言
葉
に
「
い
ら
へ
む
」、
す
な
わ
ち
「
返

事
を
す
る
の
」
は
児
で
あ
る
。
③
こ
こ
で
の
「
思
ふ
」
と

は
、
起
こ
さ
れ
る
の
を
児
が
待
っ
て
い
た
の
か
と
「（
僧

た
ち
が
）
思
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
④
「
念
じ
て
寝

た
る
」
と
は
、「（
も
う
一
度
僧
に
呼
ば
れ
る
ま
で
、
児

は
）
我
慢
し
て
寝
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

五

「
な
…
…
そ
」
で
、「
…
…
す
る
な
」
と
い
う
禁
止
を
表

す
言
い
方
で
あ
る
と
覚
え
よ
う
。「
お
起
こ
し
申
し
あ
げ

る
な
」に
あ
た
る
部
分
だ
け
を
抜
き
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
ら
、「
や
、
な
起
こ
し
奉
り
そ
。」
と
答
え
た
ら
、

不
正
解
で
あ
る
。「
や
」
は
「
お
い
」
と
い
う
意
味
で
使

わ
れ
て
い
る
感
動
詞
で
あ
る
。

六

「
ひ
し
ひ
し
」
は
、「
む
し
ゃ
む
し
ゃ
」
と
盛
ん
に
食
べ

て
い
る
様
子
を
表
す
語
で
あ
る
。「
食
ひ
に
食
ふ
」
と
は
、

「
食
べ
る
」
の
意
味
を
強
め
た
言
い
方
で
、「
し
き
り
に
食

べ
る
」
こ
と
を
表
し
て
い
る
。「
走
り
に
走
る
」「
泣
き
に

泣
く
」
な
ど
と
い
う
表
現
と
同
様
で
あ
る
。

七

　
児
は
、
は
る
か
前
の
、
僧
の
「
も
の
申
し
さ
ぶ
ら
は
む
、

お
ど
ろ
か
せ
た
ま
へ
。」
と
い
う
言
葉
に
、「
え
い
。」
と

返
事
を
し
た
の
で
あ
る
。「
え
い
。」
と
答
え
た
瞬
間
に
、

児
が
、僧
に
声
を
か
け
ら
れ
た
時
か
ら
ず
っ
と
「
寝
た
ふ

り
」
を
し
て
い
た
こ
と
が
皆
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、大

笑
い
を
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
結
果
的
に
、

児
の
ぼ
た
餅
へ
の
執し

ゅ
う

着ち
ゃ
く

心し
ん

が
際き
わ

立だ

つ
形
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

解 

答

語
句
・
文
法
を
理
解
し
よ
う

一

①
ち
ご
　
②
よ
し
　
③
ま
ち
い
た
る

④
ひ
と
こ
え
　
⑤
お
さ
な
き

二

①
イ
　
②
ア
　
③
ウ
　
④
ア
　

三

①
か
い
も
ち
い
　
　
②
さ
ぶ
ら
わ
ん
　
　

③
い
ら
え
ん
　
　
④
く
い
に
く
う
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文
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の
理
解
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め
よ
う

一

い
ざ
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か
い
も
ち
ひ
せ
む
。

二

①
き
っ
と
よ
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な
い
だ
ろ
う
　

②
寝
た
ふ
り

三
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だ
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て
お
ど
ろ
か
さ
む
ず
ら
む

四

①
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②
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④
ア

五

な
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こ
し
奉
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そ

六

食
ひ
に
食
ふ
音

七

エ
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説

�

語
句
・
文
法
を
理
解
し
よ
う

一

②
「
由よ
し

」
は
、よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
古
語
。
こ
こ
で
の

「
寝
た
る
由
」
は
「
寝
た
ふ
り
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

二

①
「
お
ど
ろ
く
」
に
は
現
代
語
と
同
じ
「
び
っ
く
り
す

る
」
と
い
う
意
味
の
ほ
か
に
、古
語
独
特
の
「
目
を
覚
ま

す
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
②
「
い
ら
ふ
」
で
「
返
答
す

る
」と
い
う
意
味
の
古
語
。
現
代
語
に
は
な
い
古
語
と
し

て
覚
え
て
お
こ
う
。
③
「
念
ず
」
に
は
現
代
語
と
同
じ

「
祈
る
」
と
い
う
意
味
の
ほ
か
に
、
古
語
独
特
の
「
我
慢

す
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
④
古
語
の
「
わ
び
し
」
に

は
、「
つ
ら
い
」「
苦
し
い
」「
心
細
い
」「
み
す
ぼ
ら
し

い
」
な
ど
の
意
味
が
あ
る
。

三

①
歴
史
的
仮
名
遣
い
で
、
単
語
の
初
め
以
外
の
「
は
・

ひ
・
ふ
・
へ
・
ほ
」
は
「
ワ
・
イ
・
ウ
・
エ
・
オ
」
と
読

む
。
②
助
詞
や
助
動
詞
の
中
に
あ
る
「
む
」
は
「
ン
」
と

読
む
。
③
「
へ
」
を
「
エ
」、「
む
」
を
「
ン
」
と
読
む
。

④
「
ひ
」
を
「
イ
」、「
ふ
」
を
「
ウ
」
と
読
む
。

四

　
古
文
に
は
、
助
詞
の
省
略
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
文
意

を
正
し
く
捉
え
る
に
は
、
文
脈
か
ら
判
断
し
て
、
助
詞
を

補
い
な
が
ら
読
む
必
要
が
あ
る
。

文
章
の
理
解
を
深
め
よ
う

一

　
児
は
、
僧
た
ち
が
「
さ
あ
、
ぼ
た
餅
を
作
ろ
う
。」
と

話
し
て
い
る
の
を
聞
い
た
の
で
あ
る
。

二

①
は
古
文
中
で
は
「
わ
ろ
か
り
な
む
」、
②
は
「
寝
た
る

由
」に
あ
た
る
部
分
で
あ
る
。
ご
ち
そ
う
が
出
て
き
そ
う

だ
か
ら
と
い
っ
て
、い
か
に
も
そ
れ
を
待
っ
て
い
る
か
の

よ
う
に
ふ
る
ま
う
の
は
、誰
で
も
た
め
ら
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　三
　
ぼ
た
餅
が
で
き
あ
が
っ
た
様
子
を
察
知
し
て
い
た
児

は
、
今
か
今
か
と
、
誰
か
が
起
こ
し
て
く
れ
る
の
を
待
っ

て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

の
で
連
体
形
。「
な
り
」
で
終
わ
る
の
は
、
形
容
動
詞
の

「
ナ
リ
活
用
」。

五

　
過
去
の
助
動
詞
「
け
り
」
は
ラ
変
型
の
活
用
を
す
る
。

①
は
、
文
末
に
あ
る
が
、
係
助
詞
「
ぞ
」
の
結
び
で
、
連

体
形
と
な
っ
て
い
る
。

文
章
の
理
解
を
深
め
よ
う

一

　
第
一
文
は
、こ
の
話
の
主
人
公
「
良り
や
う

覚が
く

僧そ
う

正じ
や
う

」
の
紹
介

で
あ
る
。「
せ
う
と
」
は
「
兄
弟
」
の
意
、「
せ
う
と
に
」

の
「
に
」
は
、
こ
こ
で
は
「
…
で
」
の
意
で
あ
る
。

二

「
か
の
」
は
、話
し
手
か
ら
も
聞
き
手
か
ら
も
遠
く
の
も

の
を
指
す
。
指
示
語
な
の
で
、
前
の
文
に
着
目
す
る
。

三

「
切
り
く
ひ
の
僧
正
」
と
言
わ
れ
、
怒
っ
て
「
切
り
く

ひ
」
を
掘
り
捨
て
た
の
は
誰
か
。

四

「
い
よ
い
よ
腹
立
ち
て
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
性
格
が
、

ど
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
か
。

五

　「
…
…
あ
り
け
れ
ば
、『
…
…
』
と
ぞ
言
ひ
け
る
（
と
言

ひ
け
り
）」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
、
呼
ば
れ
た
原
因
と
、

そ
の
結
果
つ
け
ら
れ
た
呼
び
名
が
説
明
さ
れ
る
と
い
う

パ
タ
ー
ン
が
三
回
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。良
覚
僧
正
は
本

名
で
あ
る
が
、
呼
び
名
で
は
な
い
。

六

　
最
初
の
「
榎
の
木
の
僧
正
」
は
ご
く
自
然
な
呼
び
方
。

し
か
し
僧
正
が
過
剰
に
反
応
す
る
の
で
、お
も
し
ろ
が
っ

て
人
々
の
ほ
う
も
呼
び
名
を
変
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、高
位
に
あ
り
世せ

俗ぞ
く

の
こ
と
は
超
越
し
て
い
る

は
ず
の
僧
正
の
い
か
に
も
人
間
味
の
あ
る
姿
を
、お
も
し

ろ
が
り
か
ら
か
っ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

七

『
徒
然
草
』
の
中
に
は
、
ほ
か
に
も
、
法
師
の
失
敗
談
や

滑こ
っ

稽け
い

な
話
が
書
か
れ
て
い
る
。
筆
者
は
、仏
道
修
行
を
し

て
達
観
し
て
い
る
は
ず
の
僧
が
見
せ
る
人
間
味
あ
る
姿

と
、
気
楽
な
庶
民
の
姿
を
対
照
的
に
描
き
だ
し
て
い
る
。
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弟
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き
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悪
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語
句
・
文
法
を
理
解
し
よ
う

一

①
「
せ
う
と
」
の
「
せ
う
」
は
「
シ
ョ
ー
」
と
読
む
。
平

仮
名
表
記
な
の
で
「
し
ょ
う
」
と
書
く
。
②
歴
史
的
仮
名

遣
い
は
「
そ
う
じ
や
う
」。「
や
う
」
は
「
よ
う
」
と
な
る
。

③
「
き
は
め
て
」
の
「
は
」
は
単
語
の
中
に
あ
る
の
で

「
わ
」
と
読
む
。
⑤
「
か
た
は
ら
」
の
「
は
」
も
単
語
の

中
に
あ
る
の
で
「
わ
」
と
読
む
。
⑥
「
切
り
く
ひ
」
の

「
ひ
」
は
文
末
に
あ
る
の
で
「
い
」
と
読
む
。

二

①
「
聞
こ
ゆ
」
は
謙
譲
語
で
、「
申
し
あ
げ
る
」
の
意
。
②

「
腹
悪
し
」
は
「
怒
り
っ
ぽ
い
・
意
地
が
悪
い
」
の
意
で
、

こ
こ
は
前
者
。
③
「
し
か
る
べ
し
」
は
「
適
当
で
あ
る
・

ふ
さ
わ
し
い
」
な
ど
の
意
で
、
こ
こ
は
そ
の
打
消
の
形
。

三

①
「
切
ら
」
と
ア
段
の
音
が
来
る
の
で
、四
段
活
用
動
詞

「
切
る
」の
未
然
形
。
同
じ
未
然
形
が
ア
段
の
音
で
も
、ラ

行
変
格
活
用
は
「
あ
り
」「
を
り
」
な
ど
、
終
止
形
が

「
り
」
で
終
わ
る
語
。
直
後
の
「
れ
」
は
尊
敬
の
助
動
詞

「
る
」
の
連
用
形
で
、
未
然
形
に
接
続
す
る
。
②
「
て
・

て
・
つ
・
つ
る
・
つ
れ
・
て
よ
」
と
活
用
し
、
下
二
段
活

用
で
あ
る
。
終
止
形
を
「
掘
り
捨
て
る
」
と
し
な
い
よ
う

に
。

四

①
は
終
止
形
が
「
し
」
で
終
わ
る
の
で
形
容
詞
。「
人
」

と
い
う
体
言
に
続
く
の
で
連
体
形
。②
は
終
止
形
に
す
る

と「
腹
立
つ
」と
、ウ
段
の
音
で
終
わ
る
の
で
動
詞
。「
て
」

に
続
く
の
で
連
用
形
。
③
は
「
堀
」
と
い
う
名
詞
に
続
く

随
筆
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四

①
期
待
通
り
、
一
人
の
僧
が
「
も
の
申
し
さ
ぶ
ら
は
む
、

お
ど
ろ
か
せ
た
ま
へ
。」
と
起
こ
し
て
く
れ
た
の
を
、
児

は
「
う
れ
し
い
」
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
②
僧
が
起
こ
し

て
く
れ
て
い
る
言
葉
に
「
い
ら
へ
む
」、
す
な
わ
ち
「
返

事
を
す
る
の
」
は
児
で
あ
る
。
③
こ
こ
で
の
「
思
ふ
」
と

は
、
起
こ
さ
れ
る
の
を
児
が
待
っ
て
い
た
の
か
と
「（
僧

た
ち
が
）
思
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
④
「
念
じ
て
寝

た
る
」
と
は
、「（
も
う
一
度
僧
に
呼
ば
れ
る
ま
で
、
児

は
）
我
慢
し
て
寝
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

五

「
な
…
…
そ
」
で
、「
…
…
す
る
な
」
と
い
う
禁
止
を
表

す
言
い
方
で
あ
る
と
覚
え
よ
う
。「
お
起
こ
し
申
し
あ
げ

る
な
」に
あ
た
る
部
分
だ
け
を
抜
き
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
ら
、「
や
、
な
起
こ
し
奉
り
そ
。」
と
答
え
た
ら
、

不
正
解
で
あ
る
。「
や
」
は
「
お
い
」
と
い
う
意
味
で
使

わ
れ
て
い
る
感
動
詞
で
あ
る
。

六

「
ひ
し
ひ
し
」
は
、「
む
し
ゃ
む
し
ゃ
」
と
盛
ん
に
食
べ

て
い
る
様
子
を
表
す
語
で
あ
る
。「
食
ひ
に
食
ふ
」
と
は
、

「
食
べ
る
」
の
意
味
を
強
め
た
言
い
方
で
、「
し
き
り
に
食

べ
る
」
こ
と
を
表
し
て
い
る
。「
走
り
に
走
る
」「
泣
き
に

泣
く
」
な
ど
と
い
う
表
現
と
同
様
で
あ
る
。

七

　
児
は
、
は
る
か
前
の
、
僧
の
「
も
の
申
し
さ
ぶ
ら
は
む
、

お
ど
ろ
か
せ
た
ま
へ
。」
と
い
う
言
葉
に
、「
え
い
。」
と

返
事
を
し
た
の
で
あ
る
。「
え
い
。」
と
答
え
た
瞬
間
に
、

児
が
、僧
に
声
を
か
け
ら
れ
た
時
か
ら
ず
っ
と
「
寝
た
ふ

り
」
を
し
て
い
た
こ
と
が
皆
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、大

笑
い
を
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
結
果
的
に
、

児
の
ぼ
た
餅
へ
の
執し

ゅ
う

着ち
ゃ
く

心し
ん

が
際き
わ

立だ

つ
形
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

解 

答

語
句
・
文
法
を
理
解
し
よ
う

一

①
ち
ご
　
②
よ
し
　
③
ま
ち
い
た
る

④
ひ
と
こ
え
　
⑤
お
さ
な
き

二

①
イ
　
②
ア
　
③
ウ
　
④
ア
　

三

①
か
い
も
ち
い
　
　
②
さ
ぶ
ら
わ
ん
　
　

③
い
ら
え
ん
　
　
④
く
い
に
く
う

四
（
僧
た
ち
）
が
・
は

（
か
い
も
ち
ひ
）
を

（
こ
の
児
）
は
・
が

文
章
の
理
解
を
深
め
よ
う

一

い
ざ
、
か
い
も
ち
ひ
せ
む
。

二

①
き
っ
と
よ
く
な
い
だ
ろ
う
　

②
寝
た
ふ
り

三

さ
だ
め
て
お
ど
ろ
か
さ
む
ず
ら
む

四

①
ア
　
②
ア
　
③
イ
　
④
ア

五

な
起
こ
し
奉
り
そ

六

食
ひ
に
食
ふ
音

七

エ
解 

説

�

語
句
・
文
法
を
理
解
し
よ
う

一

②
「
由よ
し

」
は
、よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
古
語
。
こ
こ
で
の

「
寝
た
る
由
」
は
「
寝
た
ふ
り
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

二

①
「
お
ど
ろ
く
」
に
は
現
代
語
と
同
じ
「
び
っ
く
り
す

る
」
と
い
う
意
味
の
ほ
か
に
、古
語
独
特
の
「
目
を
覚
ま

す
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
②
「
い
ら
ふ
」
で
「
返
答
す

る
」と
い
う
意
味
の
古
語
。
現
代
語
に
は
な
い
古
語
と
し

て
覚
え
て
お
こ
う
。
③
「
念
ず
」
に
は
現
代
語
と
同
じ

「
祈
る
」
と
い
う
意
味
の
ほ
か
に
、
古
語
独
特
の
「
我
慢

す
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
④
古
語
の
「
わ
び
し
」
に

は
、「
つ
ら
い
」「
苦
し
い
」「
心
細
い
」「
み
す
ぼ
ら
し

い
」
な
ど
の
意
味
が
あ
る
。

三

①
歴
史
的
仮
名
遣
い
で
、
単
語
の
初
め
以
外
の
「
は
・

ひ
・
ふ
・
へ
・
ほ
」
は
「
ワ
・
イ
・
ウ
・
エ
・
オ
」
と
読

む
。
②
助
詞
や
助
動
詞
の
中
に
あ
る
「
む
」
は
「
ン
」
と

読
む
。
③
「
へ
」
を
「
エ
」、「
む
」
を
「
ン
」
と
読
む
。

④
「
ひ
」
を
「
イ
」、「
ふ
」
を
「
ウ
」
と
読
む
。

四

　
古
文
に
は
、
助
詞
の
省
略
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
文
意

を
正
し
く
捉
え
る
に
は
、
文
脈
か
ら
判
断
し
て
、
助
詞
を

補
い
な
が
ら
読
む
必
要
が
あ
る
。

文
章
の
理
解
を
深
め
よ
う

一

　
児
は
、
僧
た
ち
が
「
さ
あ
、
ぼ
た
餅
を
作
ろ
う
。」
と

話
し
て
い
る
の
を
聞
い
た
の
で
あ
る
。

二

①
は
古
文
中
で
は
「
わ
ろ
か
り
な
む
」、
②
は
「
寝
た
る

由
」に
あ
た
る
部
分
で
あ
る
。
ご
ち
そ
う
が
出
て
き
そ
う

だ
か
ら
と
い
っ
て
、い
か
に
も
そ
れ
を
待
っ
て
い
る
か
の

よ
う
に
ふ
る
ま
う
の
は
、誰
で
も
た
め
ら
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　三
　
ぼ
た
餅
が
で
き
あ
が
っ
た
様
子
を
察
知
し
て
い
た
児

は
、
今
か
今
か
と
、
誰
か
が
起
こ
し
て
く
れ
る
の
を
待
っ

て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

の
で
連
体
形
。「
な
り
」
で
終
わ
る
の
は
、
形
容
動
詞
の

「
ナ
リ
活
用
」。

五

　
過
去
の
助
動
詞
「
け
り
」
は
ラ
変
型
の
活
用
を
す
る
。

①
は
、
文
末
に
あ
る
が
、
係
助
詞
「
ぞ
」
の
結
び
で
、
連

体
形
と
な
っ
て
い
る
。

文
章
の
理
解
を
深
め
よ
う

一

　
第
一
文
は
、こ
の
話
の
主
人
公
「
良り
や
う

覚が
く

僧そ
う

正じ
や
う

」
の
紹
介

で
あ
る
。「
せ
う
と
」
は
「
兄
弟
」
の
意
、「
せ
う
と
に
」

の
「
に
」
は
、
こ
こ
で
は
「
…
で
」
の
意
で
あ
る
。

二

「
か
の
」
は
、話
し
手
か
ら
も
聞
き
手
か
ら
も
遠
く
の
も

の
を
指
す
。
指
示
語
な
の
で
、
前
の
文
に
着
目
す
る
。

三

「
切
り
く
ひ
の
僧
正
」
と
言
わ
れ
、
怒
っ
て
「
切
り
く

ひ
」
を
掘
り
捨
て
た
の
は
誰
か
。

四

「
い
よ
い
よ
腹
立
ち
て
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
性
格
が
、

ど
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
か
。

五

　「
…
…
あ
り
け
れ
ば
、『
…
…
』
と
ぞ
言
ひ
け
る
（
と
言

ひ
け
り
）」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
、
呼
ば
れ
た
原
因
と
、

そ
の
結
果
つ
け
ら
れ
た
呼
び
名
が
説
明
さ
れ
る
と
い
う

パ
タ
ー
ン
が
三
回
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。良
覚
僧
正
は
本

名
で
あ
る
が
、
呼
び
名
で
は
な
い
。

六

　
最
初
の
「
榎
の
木
の
僧
正
」
は
ご
く
自
然
な
呼
び
方
。

し
か
し
僧
正
が
過
剰
に
反
応
す
る
の
で
、お
も
し
ろ
が
っ

て
人
々
の
ほ
う
も
呼
び
名
を
変
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、高
位
に
あ
り
世せ

俗ぞ
く

の
こ
と
は
超
越
し
て
い
る

は
ず
の
僧
正
の
い
か
に
も
人
間
味
の
あ
る
姿
を
、お
も
し

ろ
が
り
か
ら
か
っ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

七

『
徒
然
草
』
の
中
に
は
、
ほ
か
に
も
、
法
師
の
失
敗
談
や

滑こ
っ

稽け
い

な
話
が
書
か
れ
て
い
る
。
筆
者
は
、仏
道
修
行
を
し

て
達
観
し
て
い
る
は
ず
の
僧
が
見
せ
る
人
間
味
あ
る
姿

と
、
気
楽
な
庶
民
の
姿
を
対
照
的
に
描
き
だ
し
て
い
る
。

古
文
入
門

児
の
そ
ら
寝
　
宇
治
拾
遺
物
語

ノ
ー
ト 
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〜

P.15

児のそら寝　28
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ま
た
、
⑤
は
一
・
二
点
が
二
組
あ
る
が
、
上
か
ら
順
に
読

む
の
で
、「
取
之
於
藍
」
を
読
ん
だ
あ
と
、「
青
於
藍
」

を
読
む
。
⑥
「
不
入
虎
穴
」「
不
得
虎
子
」
の
部

分
は
、
一
点
の
付
い
た
字
、
二
点
の
付
い
た
字
、
レ
点
の

付
い
た
字
の
順
に
読
む
。

文
章
の
理
解
を
深
め
よ
う

一

　「
大
き
な
器
」
は
、「
大
人
物
」
を
た
と
え
た
も
の
。「
晩

成
す
」
は
、「
す
ぐ
に
は
で
き
あ
が
ら
な
い
」
と
い
う
意

味
。
つ
ま
り
、「
時
間
が
か
か
る
」
と
い
う
こ
と
。

二

①
「
歳
月
は
人
を
待
た
ず
に
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
う
。」
と

い
う
意
味
。
人
を
待
っ
て
く
れ
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、

「
間
に
合
わ
な
い
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
②
「
光こ

う

陰い
ん

矢

の
ご
と
し
」
は
、月
日
の
流
れ
る
の
は
速
い
こ
と
の
た
と

え
。
他
の
故
事
成
語
も
覚
え
て
お
こ
う
。「
背
水
の
陣
」

は
、
失
敗
す
れ
ば
あ
と
が
な
い
状
況
で
、
全
力
を
尽
く
す

こ
と
。「
君
子
危あ

や

う
き
に
近
寄
ら
ず
」
は
、
賢
い
人
間
は

危
険
な
と
こ
ろ
に
は
近
寄
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。「
温
故

知
新
」
は
、
昔
の
こ
と
を
学
ん
で
、
新
し
い
考
え
方
や
知

識
を
得
る
こ
と
。「
故ふ

る

き
を
温た
ず

ね
て
新
し
き
を
知
る
」
と

も
言
う
。

三

①
「
千
里
」
は
、「
は
る
か
な
」
と
い
う
意
味
。
②
「
足

下
の
一
歩
」
は
「
身
近
な
と
こ
ろ
」
を
た
と
え
た
も
の
。

四

①
「
青
」
を
弟
子
に
、「
藍あ
ゐ

」
を
師
匠
に
た
と
え
、
弟
子

が
師
匠
よ
り
も
優
れ
る
こ
と
を
い
う
。
②
「
青
は
」「
藍

よ
り
青
し
」
か
ら
読
み
取
る
。

五

①
「
虎
穴
」
と
は
、虎
が
す
ん
で
い
る
洞
穴
の
こ
と
。
非

常
に
危
険
な
場
所
の
た
と
え
。
②
「
虎
子
を
得
ず
」
で
、

「
功
名
を
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
意
味
。

　
　
　

　
　
二
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　

　
　
二
　
　
　
　
一

　
　
　

　
　
レ
　
　
二
　
　
　
　
一

　
　
　

　
　
レ
　
　
二
　
　
　
　
一

解 

答

漢
文
の
基
本
的
な
用
語
を
確
認
し
よ
う

一

Ａ
エ
　
Ｂ
オ
　
Ｃ
ウ
　
Ｄ
ア
　
Ｅ
イ

語
句
・
句
法
を
理
解
し
よ
う

一

①
（
ふ
だ
ん
の
）
準
備
　
②
心
配
　
③
旅

二

①
の
　
②
於

三

①
大
器
は
、
晩
成
す
。

　�

②
備
へ
有
れ
ば
、
患
ひ
無
し
。

　�

③
歳
月
は
人
を
待
た
ず
。

　�

④
千
里
の
行
も
足
下
よ
り
始
ま
る
。

　�

⑤
青
は
之
を
藍
よ
り
取
り
て
藍
よ
り
青
し
。

　�

⑥
虎
穴
に
入
ら
ず
ん
ば
、
虎
子
を
得
ず
。

文
章
の
理
解
を
深
め
よ
う

一
ａ
大
人
物
　
ｂ
時
間

二

①
間
に
合
わ
な
い
　
②
ア

三

①
は
る
か
な
旅
　
②
身
近
な
と
こ
ろ

四

①
Ａ
弟
子
　
Ｂ
師
匠
　
②
青

五

①
（
例
）
危
険
　
②
功
名

解 

説

�

漢
文
の
基
本
的
な
用
語
を
確
認
し
よ
う

一

●
「
百
聞
不
如
一
見
」
の
よ
う
に
漢
字
だ
け
で
書
か
れ
た

文
を
「
白
文
」
と
い
い
、白
文
に
訓
読
の
た
め
の
記
号
を

付
け
た
も
の
（「
百
聞
不
如
一
見
。」）
を
「
訓
読
文
」、

訓
読
文
を
漢
字
仮
名
交
じ
り
の
日
本
語
の
文
章
と
し
て

　
　
　
ハ
　
　
　
し
カ
　
　
　
　
ニ

　
　
　
　
　
　
レ
　
　
二
　
　
　
　
一

書
き
改
め
た
も
の（「
百
聞
は
一
見
に
如
か
ず
。」）を「
書

き
下
し
文
」と
い
う
。
訓
読
文
で
左
下
に
付
い
て
い
る
記

号
が
「
返
り
点
」、
右
下
に
添
え
ら
れ
て
い
る
の
が
「
句

読
点
」
と
「
送
り
仮
名
」
で
あ
る
。

　�

●
有
名
な
故
事
成
語
に
は
、
他
に
「
五
十
歩
百
歩
」「
完

璧
」
な
ど
が
あ
る
。
あ
わ
せ
て
覚
え
て
お
こ
う
。

語
句
・
句
法
を
理
解
し
よ
う

一

①
は
「
そ
な
え
」
と
読
み
、「（
ふ
だ
ん
の
）
準
備
」
の
意
。

②
は
「
う
れ
い
」
と
読
み
、「
心
配
」
の
意
。
こ
こ
で
は
、

「
無
患
」
と
「
無
」
で
打
ち
消
さ
れ
て
い
る
の
で
、「
心

配
は
な
い
」
と
い
う
意
味
に
な
っ
て
い
る
。
③
は
「
こ

う
」
と
読
み
、
こ
こ
で
は
「
旅
」
の
意
。

二

①
「
之
」
は
こ
こ
で
は
「
の
」
と
読
み
、
格
助
詞
「
の
」

の
は
た
ら
き
を
す
る
。日
本
語
の
助
詞
や
助
動
詞
に
あ
た

る
字
は
、
書
き
下
し
文
に
す
る
と
き
は
平
仮
名
に
直
す
。

②
「
於
」
は
置
き
字
。
字
自
体
は
読
ま
な
い
が
、起
点
を

示
す
意
味
を
も
ち
、「
足
下
　
」
の
送
り
仮
名
で
そ
れ
を

示
し
て
い
る
。

　三
①
返
り
点
が
付
い
て
い
な
い
の
で
、上
か
ら
順
に
読
ん
で

い
く
。
右
下
に
添
え
ら
れ
て
い
る
送
り
仮
名
は
、書
き
下

す
と
き
に
は
平
仮
名
に
直
し
て
書
こ
う
。
②
「
レ
点
」
は

一
字
だ
け
上
の
字
に
返
る
こ
と
を
示
す
返
り
点
。「
有

備
」
は
「
備
→
有
」
の
順
に
、「
無
患
」
は
「
患
→
無
」

の
順
に
読
む
。
③
「
レ
点
」
が
二
つ
付
い
て
い
る
「
不

待
人
」
の
部
分
は
、「
人
→
待
→
不
」
の
順
に
読
む
。
④
・

⑤
二

で
見
た
よ
う
に
、
置
き
字
の
「
於
」
は
読
ま
な
い
。

　
シ
　
　
ヒ

　
　
レ
　

　
　
　
　
ヨ
リ

　
　
　

　　
　
レ
　

　　
　
レ
　

　　
　
レ
　

　　
　
レ
　

文
章
の
理
解
を
深
め
よ
う

一

　「
虎
百
獣
を
求
め
て
之これ
を
食
ら
ふ
。」
は
「
虎
は
動
物
た

ち
を
探
し
求
め
て
は
こ
れ
を
食
べ
て
い
た
。」
と
い
う
意

味
。
虎
が
食
べ
て
い
た
「
こ
れ
（
＝
之
）」
と
は
「
動
物

た
ち
（
＝
百
獣
）」
で
あ
る
。

二

①
「
敢
へ
て
Ａ
す
る
こ
と
無
か
れ
」
は
、「
決
し
て
Ａ
す

る
な
」の
意
で
禁
止
を
表
し
て
い
る
。「
敢
へ
て
」は「
強

い
て
～
す
る
、進
ん
で
～
す
る
」
意
、「
無
か
れ
」
は
「
～

し
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
禁
止
の
意
。

②
こ
こ
は
、狐
が
自
分
を
捕
ま
え
た
虎
に
対
し
て
「
あ
な

た
は
決
し
て
私
を
食
べ
て
は
い
け
な
い
。」
と
言
っ
て
い

る
場
面
で
あ
る
。

③
直
後
の
「
天
帝
我
を
し
て
百
獣
に
長
た
ら
し
む
。
今
、

子
我
を
食
ら
は
ば
、
是こ

れ
天
帝
の
命
に
逆
ら
ふ
な
り
。」

の
部
分
に
根
拠
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

三

①
直
前
ま
で
の
内
容
に
着
目
す
る
。
虎
に
捕
ま
っ
た
狐

は
、自
分
は
天
帝
か
ら
動
物
た
ち
の
王
に
さ
れ
た
の
で
食

べ
て
は
い
け
な
い
と
う
そ
を
つ
く
。
そ
し
て
虎
は
、自
分

の
後
ろ
に
つ
い
て
来
れ
ば
そ
れ
が
本
当
で
あ
る
と
わ
か

る
、
と
い
う
狐
の
言
葉
に
納
得
し
て
、
狐
の
後
ろ
に
つ
い

て
歩
く
。
動
物
た
ち
は
そ
の
様
子
を
見
た
の
で
あ
る
。

②
動
物
た
ち
は
、
狐
を
見
て
逃
げ
た
の
で
は
な
く
、
狐
の

背
後
を
歩
い
て
い
る
虎
を
畏
れ
て
逃
げ
た
の
で
あ
る
。

③
虎
は
、動
物
た
ち
が
逃
げ
た
の
は
自
分
を
畏
れ
て
い
る

か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
い
。狐
の
言
う
と

お
り
、狐
の
姿
を
見
て
逃
げ
た
の
だ
と
考
え
て
い
る
の
で

あ
る
。

四

　「
虎
」
は
「
強
い
者
・
有
力
者
」、「
狐
」
は
「
弱
い
者
・

小
人
」
の
た
と
え
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

解 

答

語
句
・
文
法
を
理
解
し
よ
う

一

①
し
　
②
も
っ
て
　
③
ゆ
え
に

二

①
ア
　
②
イ
　
③
エ
　
④
ア
　
⑤
エ

三

①
敢
へ
て
我
を
食
ら
ふ
こ
と
無
か
れ
。

②
我
を
し
て
百
獣
に
長
た
ら
し
む
。

③
狐
を
畏
る
と
為
す
な
り
。

全
体
の
構
成
を
理
解
し
よ
う

一

①
虎
　
②
狐

文
章
の
理
解
を
深
め
よ
う

一

百
獣

二

①
ａ
（
例
）
決
し
て
　
ｂ
（
例
）
い
け
ま
せ
ん

　�

②
虎
　
③
ａ
天
帝
　
ｂ
命

三

①
イ
　
②
ａ
狐
　
ｂ
虎
　
③
以
為
畏
狐
也

四

イ
解 

説

�

語
句
・
句
法
を
理
解
し
よ
う

一

①
は
こ
こ
で
は
「
し
」
と
読
み
、「
あ
な
た
」
の
意
。
相

手
に
敬
意
を
表
す
言
い
方
と
な
る
。
②
は
「
も
っ
て
」
と

読
む
。「
Ａ
を
以
て
Ｂ
と
為な

す
」で「
Ａ
を
Ｂ
と
す
る（
み

な
す
・
思
う
）」
の
意
味
に
な
る
。
③
は
「
ゆ
え
に
」。
こ

こ
で
は
「
そ
こ
で
」
の
意
。

二

①
「
使
A���

B
」（
A
を
し
て
B
（
せ
）
し
む
）
で
、

「
Ａ
に
Ｂ
さ
せ
る
」
と
い
う
使
役
を
表
す
重
要
表
現
。
②

 

し
ム 

　
ヲ
シ
テ
　（
セ
）

　
　
二
　
　
　
　
　
　
一

「
命
」
は
「
め
い
」
と
読
み
、「
命
令
」
の
こ
と
。
こ
こ
で

は
、狐き

つ
ね

を
動
物
た
ち
の
王
に
し
た
こ
と
を
指
す
。
③「
吾
」

は
「
私
」。
こ
こ
で
は
狐
を
指
す
。
④
「
然
」
は
、
こ
こ

で
は
「
な
る
ほ
ど
」
と
、相
手
の
発
言
に
納
得
す
る
表
現
。

272
・
下
３
～
272
・
下
８
行
目
ま
で
の
狐
の
言
い
の
が
れ
に

同
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
⑤
「
遂
」
は
「
そ
の
ま
ま
、

そ
の
結
果
」
の
意
。

三

①
「
一
レ
点
」
に
注
意
す
る
。
レ
点
の
下
の
字
を
読
ん
で

か
ら
、
上
の
字
に
戻
る
。
従
っ
て
「
無
敢
食�

我
」

の
部
分
は
、「
敢
→
我
→
食
→
無
」
の
順
に
読
む
。
こ
こ

の
「
也
」
は
置
き
字
な
の
で
読
ま
な
い
。
②
一
・
二
・
三

点
は
、一
点
の
付
い
た
字
→
二
点
の
付
い
た
字
→
三
点
の

付
い
た
字
、
の
順
番
に
読
む
。「
使
」
は
「
し
ム
」
と
読

み
、日
本
語
の
使
役
の
助
動
詞
「
し
む
」
に
あ
た
る
の
で
、

書
き
下
し
文
で
は
平
仮
名
で
書
く
。
③
「
為
畏�

狐
」

は
レ
点
が
二
つ
続
く
の
で
、
下
か
ら
上
に
「
狐
→
畏
→

為
」
の
順
番
で
読
む
。「
也な

り

」
は
助
動
詞
な
の
で
、「
な

り
」
と
平
仮
名
で
表
記
す
る
。

全
体
の
構
成
を
理
解
し
よ
う

　「
虎
の
威
を
借
る
」
は
、
虎
に
捕
ま
え
ら
れ
、
食
べ
ら
れ
そ

う
に
な
っ
た
狐
が
、
虎
を
だ
ま
す
こ
と
で
窮
地
を
脱
し
た
と

い
う
話
で
あ
る
。「
虎
の
威
を
借
る
狐
」
は
、
現
在
で
は
、
他

の
権
勢
に
頼
っ
て
い
ば
る
小し

ょ
う

人じ
ん

の
た
と
え
と
し
て
使
わ
れ
て

い
る
。

　
リ

　
　
　

つ
ひ
ニ

　
　
　

　
カ
レ��

あ
ヘ
テ��

ラ
フ
コ
ト
　
ヲ

　
　
二
　
　
　
　
　
一レ

　
ム

　
　
　

 

な
ス 

お
そ
ル
ト
　
ヲ

　
　
レ
　
　
レ
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ま
た
、
⑤
は
一
・
二
点
が
二
組
あ
る
が
、
上
か
ら
順
に
読

む
の
で
、「
取
之
於
藍
」
を
読
ん
だ
あ
と
、「
青
於
藍
」

を
読
む
。
⑥
「
不
入
虎
穴
」「
不
得
虎
子
」
の
部

分
は
、
一
点
の
付
い
た
字
、
二
点
の
付
い
た
字
、
レ
点
の

付
い
た
字
の
順
に
読
む
。

文
章
の
理
解
を
深
め
よ
う

一

　「
大
き
な
器
」
は
、「
大
人
物
」
を
た
と
え
た
も
の
。「
晩

成
す
」
は
、「
す
ぐ
に
は
で
き
あ
が
ら
な
い
」
と
い
う
意

味
。
つ
ま
り
、「
時
間
が
か
か
る
」
と
い
う
こ
と
。

二

①
「
歳
月
は
人
を
待
た
ず
に
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
う
。」
と

い
う
意
味
。
人
を
待
っ
て
く
れ
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、

「
間
に
合
わ
な
い
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
②
「
光こ

う

陰い
ん

矢

の
ご
と
し
」
は
、月
日
の
流
れ
る
の
は
速
い
こ
と
の
た
と

え
。
他
の
故
事
成
語
も
覚
え
て
お
こ
う
。「
背
水
の
陣
」

は
、
失
敗
す
れ
ば
あ
と
が
な
い
状
況
で
、
全
力
を
尽
く
す

こ
と
。「
君
子
危あ

や

う
き
に
近
寄
ら
ず
」
は
、
賢
い
人
間
は

危
険
な
と
こ
ろ
に
は
近
寄
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。「
温
故

知
新
」
は
、
昔
の
こ
と
を
学
ん
で
、
新
し
い
考
え
方
や
知

識
を
得
る
こ
と
。「
故ふ

る

き
を
温た
ず

ね
て
新
し
き
を
知
る
」
と

も
言
う
。

三

①
「
千
里
」
は
、「
は
る
か
な
」
と
い
う
意
味
。
②
「
足

下
の
一
歩
」
は
「
身
近
な
と
こ
ろ
」
を
た
と
え
た
も
の
。

四

①
「
青
」
を
弟
子
に
、「
藍あ
ゐ

」
を
師
匠
に
た
と
え
、
弟
子

が
師
匠
よ
り
も
優
れ
る
こ
と
を
い
う
。
②
「
青
は
」「
藍

よ
り
青
し
」
か
ら
読
み
取
る
。

五

①
「
虎
穴
」
と
は
、虎
が
す
ん
で
い
る
洞
穴
の
こ
と
。
非

常
に
危
険
な
場
所
の
た
と
え
。
②
「
虎
子
を
得
ず
」
で
、

「
功
名
を
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
意
味
。

　
　
　

　
　
二
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　

　
　
二
　
　
　
　
一

　
　
　

　
　
レ
　
　
二
　
　
　
　
一

　
　
　

　
　
レ
　
　
二
　
　
　
　
一

解 

答

漢
文
の
基
本
的
な
用
語
を
確
認
し
よ
う

一

Ａ
エ
　
Ｂ
オ
　
Ｃ
ウ
　
Ｄ
ア
　
Ｅ
イ

語
句
・
句
法
を
理
解
し
よ
う

一

①
（
ふ
だ
ん
の
）
準
備
　
②
心
配
　
③
旅

二

①
の
　
②
於

三

①
大
器
は
、
晩
成
す
。

　�

②
備
へ
有
れ
ば
、
患
ひ
無
し
。

　�

③
歳
月
は
人
を
待
た
ず
。

　�

④
千
里
の
行
も
足
下
よ
り
始
ま
る
。

　�

⑤
青
は
之
を
藍
よ
り
取
り
て
藍
よ
り
青
し
。

　�

⑥
虎
穴
に
入
ら
ず
ん
ば
、
虎
子
を
得
ず
。

文
章
の
理
解
を
深
め
よ
う

一
ａ
大
人
物
　
ｂ
時
間

二

①
間
に
合
わ
な
い
　
②
ア

三

①
は
る
か
な
旅
　
②
身
近
な
と
こ
ろ

四

①
Ａ
弟
子
　
Ｂ
師
匠
　
②
青

五

①
（
例
）
危
険
　
②
功
名

解 

説

�

漢
文
の
基
本
的
な
用
語
を
確
認
し
よ
う

一

●
「
百
聞
不
如
一
見
」
の
よ
う
に
漢
字
だ
け
で
書
か
れ
た

文
を
「
白
文
」
と
い
い
、白
文
に
訓
読
の
た
め
の
記
号
を

付
け
た
も
の
（「
百
聞
不
如
一
見
。」）
を
「
訓
読
文
」、

訓
読
文
を
漢
字
仮
名
交
じ
り
の
日
本
語
の
文
章
と
し
て

　
　
　
ハ
　
　
　
し
カ
　
　
　
　
ニ

　
　
　
　
　
　
レ
　
　
二
　
　
　
　
一

書
き
改
め
た
も
の（「
百
聞
は
一
見
に
如
か
ず
。」）を「
書

き
下
し
文
」と
い
う
。
訓
読
文
で
左
下
に
付
い
て
い
る
記

号
が
「
返
り
点
」、
右
下
に
添
え
ら
れ
て
い
る
の
が
「
句

読
点
」
と
「
送
り
仮
名
」
で
あ
る
。

　�

●
有
名
な
故
事
成
語
に
は
、
他
に
「
五
十
歩
百
歩
」「
完

璧
」
な
ど
が
あ
る
。
あ
わ
せ
て
覚
え
て
お
こ
う
。

語
句
・
句
法
を
理
解
し
よ
う

一

①
は
「
そ
な
え
」
と
読
み
、「（
ふ
だ
ん
の
）
準
備
」
の
意
。

②
は
「
う
れ
い
」
と
読
み
、「
心
配
」
の
意
。
こ
こ
で
は
、

「
無
患
」
と
「
無
」
で
打
ち
消
さ
れ
て
い
る
の
で
、「
心

配
は
な
い
」
と
い
う
意
味
に
な
っ
て
い
る
。
③
は
「
こ

う
」
と
読
み
、
こ
こ
で
は
「
旅
」
の
意
。

二

①
「
之
」
は
こ
こ
で
は
「
の
」
と
読
み
、
格
助
詞
「
の
」

の
は
た
ら
き
を
す
る
。日
本
語
の
助
詞
や
助
動
詞
に
あ
た

る
字
は
、
書
き
下
し
文
に
す
る
と
き
は
平
仮
名
に
直
す
。

②
「
於
」
は
置
き
字
。
字
自
体
は
読
ま
な
い
が
、起
点
を

示
す
意
味
を
も
ち
、「
足
下
　
」
の
送
り
仮
名
で
そ
れ
を

示
し
て
い
る
。

　三
①
返
り
点
が
付
い
て
い
な
い
の
で
、上
か
ら
順
に
読
ん
で

い
く
。
右
下
に
添
え
ら
れ
て
い
る
送
り
仮
名
は
、書
き
下

す
と
き
に
は
平
仮
名
に
直
し
て
書
こ
う
。
②
「
レ
点
」
は

一
字
だ
け
上
の
字
に
返
る
こ
と
を
示
す
返
り
点
。「
有

備
」
は
「
備
→
有
」
の
順
に
、「
無
患
」
は
「
患
→
無
」

の
順
に
読
む
。
③
「
レ
点
」
が
二
つ
付
い
て
い
る
「
不

待
人
」
の
部
分
は
、「
人
→
待
→
不
」
の
順
に
読
む
。
④
・

⑤
二

で
見
た
よ
う
に
、
置
き
字
の
「
於
」
は
読
ま
な
い
。

　
シ
　
　
ヒ

　
　
レ
　

　
　
　
　
ヨ
リ

　
　
　

　　
　
レ
　

　　
　
レ
　

　　
　
レ
　

　　
　
レ
　

文
章
の
理
解
を
深
め
よ
う

一

　「
虎
百
獣
を
求
め
て
之これ
を
食
ら
ふ
。」
は
「
虎
は
動
物
た

ち
を
探
し
求
め
て
は
こ
れ
を
食
べ
て
い
た
。」
と
い
う
意

味
。
虎
が
食
べ
て
い
た
「
こ
れ
（
＝
之
）」
と
は
「
動
物

た
ち
（
＝
百
獣
）」
で
あ
る
。

二

①
「
敢
へ
て
Ａ
す
る
こ
と
無
か
れ
」
は
、「
決
し
て
Ａ
す

る
な
」の
意
で
禁
止
を
表
し
て
い
る
。「
敢
へ
て
」は「
強

い
て
～
す
る
、進
ん
で
～
す
る
」
意
、「
無
か
れ
」
は
「
～

し
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
禁
止
の
意
。

②
こ
こ
は
、狐
が
自
分
を
捕
ま
え
た
虎
に
対
し
て
「
あ
な

た
は
決
し
て
私
を
食
べ
て
は
い
け
な
い
。」
と
言
っ
て
い

る
場
面
で
あ
る
。

③
直
後
の
「
天
帝
我
を
し
て
百
獣
に
長
た
ら
し
む
。
今
、

子
我
を
食
ら
は
ば
、
是こ

れ
天
帝
の
命
に
逆
ら
ふ
な
り
。」

の
部
分
に
根
拠
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

三

①
直
前
ま
で
の
内
容
に
着
目
す
る
。
虎
に
捕
ま
っ
た
狐

は
、自
分
は
天
帝
か
ら
動
物
た
ち
の
王
に
さ
れ
た
の
で
食

べ
て
は
い
け
な
い
と
う
そ
を
つ
く
。
そ
し
て
虎
は
、自
分

の
後
ろ
に
つ
い
て
来
れ
ば
そ
れ
が
本
当
で
あ
る
と
わ
か

る
、
と
い
う
狐
の
言
葉
に
納
得
し
て
、
狐
の
後
ろ
に
つ
い

て
歩
く
。
動
物
た
ち
は
そ
の
様
子
を
見
た
の
で
あ
る
。

②
動
物
た
ち
は
、
狐
を
見
て
逃
げ
た
の
で
は
な
く
、
狐
の

背
後
を
歩
い
て
い
る
虎
を
畏
れ
て
逃
げ
た
の
で
あ
る
。

③
虎
は
、動
物
た
ち
が
逃
げ
た
の
は
自
分
を
畏
れ
て
い
る

か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
い
。狐
の
言
う
と

お
り
、狐
の
姿
を
見
て
逃
げ
た
の
だ
と
考
え
て
い
る
の
で

あ
る
。

四

　「
虎
」
は
「
強
い
者
・
有
力
者
」、「
狐
」
は
「
弱
い
者
・

小
人
」
の
た
と
え
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
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界
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事
成
語
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