
古
典
入
門
期
の
授
業
の
試
み

九
二

古
典
入
門
期
の
授
業
の
試
み

加
　
　
藤
　
　
昌

孝

古
典
入
門
期
の
指
導
は
？

　
…
　
入
門
期
に
こ
そ
具
体
的
な
指
導
を

　
高
一
の
古
典
入
門
期
の
授
業
は
、
何
か
と
気
を
遣
う
こ
と
が
多
い
。
中
学
校

で
読
ん
で
き
た
作
品
も
多
様
で
あ
る
し
、
ど
の
程
度
読
み
込
ん
で
き
て
い
る
の

か
も
不
明
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
古
典
の
教
科
書
の
入
門
期
の
生
徒
へ
の
呼

び
か
け
も
不
十
分
で
あ
る
。
抽
象
的
・
観
念
的
な
事
項
が
書
か
れ
て
い
る
だ
け

な
の
で
、
生
徒
に
は
暖
味
模
糊
た
る
も
の
と
映
る
に
違
い
な
い
。

　
そ
こ
を
乗
り
越
え
、
か
つ
、
生
徒
を
古
典
の
豊
か
な
世
界
に
触
れ
さ
せ
る
に

は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
課
題
は
入
門
期
の
古
典
を
担
当
す
る

教
師
の
共
通
の
悩
み
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　
そ
こ
で
、
入
門
期
の
古
典
を
担
当
す
る
に
あ
た
っ
て
、
「
教
科
通
信
・
古
典

　
　
¢

の
広
場
」
を
発
行
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
経
験
に
基
づ
い
て
、
古
典

入
門
時
に
ど
う
し
て
も
生
徒
に
伝
え
て
お
き
た
い
こ
と
を
、
「
古
典
の
広
場
」

の
第
一
号
「
古
典
を
学
ぶ
に
あ
た
っ
て
」
を
配
布
し
た
。

　
仰
　
文
法
は
作
品
理
解
の
た
め
の
道
具
。
文
末
を
「
文
節
」
で
読
む
。

　
文
法
的
知
識
は
作
品
の
真
の
理
解
に
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
法
的
知
識

を
の
み
追
い
か
け
る
と
「
文
法
嫌
い
」
、
そ
し
て
「
古
典
嫌
い
」
を
拡
大
生
産

す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
辺
を
ど
う
統
一
的
に
指
導
し
て
い
く
の
か
、

難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
生
徒
に
「
文
法
道
具
説
」
を
強
調
し
な
が
ら
、
作
品
の
「
音
読
」
を

奨
励
し
た
。
作
品
の
中
の
、
入
門
期
の
生
徒
に
と
っ
て
難
解
と
思
わ
れ
る
言
葉

は
「
古
典
の
ひ
ろ
ば
」
の
第
三
号
「
語
句
の
説
明
」
で
補
な
い
な
が
ら
読
み
進

め
た
。
作
品
の
理
解
に
は
、
一
定
の
文
法
的
知
識
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
説
い

た
。　

日
本
語
（
現
代
文
も
古
典
も
）
は
、
文
末
と
読
点
の
直
前
に
、
語
り
手
・
書



き
手
の
意
志
や
思
考
、
そ
し
て
感
情
な
ど
が
表
現
さ
れ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

　
作
品
の
中
の
登
場
人
物
の
思
い
も
同
様
に
表
現
さ
れ
る
。

　
そ
の
点
を
考
慮
し
て
、
一
般
的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
文
法
的
指
導
と
は
、
別

な
方
法
を
と
っ
た
。
そ
れ
は
助
動
詞
か
ら
始
め
、
「
文
末
の
文
節
」
を
読
む
と

い
う
方
法
で
あ
る
。
つ
い
で
形
容
詞
・
形
容
動
詞
と
進
行
さ
せ
る
方
法
で
あ
る
。

こ
の
方
法
の
是
非
は
、
今
は
わ
か
ら
な
い
。
後
日
、
総
括
し
た
い
と
考
え
て
い

る
。　

な
お
、
補
助
教
材
と
し
て
「
新
・
古
典
の
文
法
」
（
中
央
図
書
）
、
「
常
用
国

語
便
覧
」
一
浜
島
書
店
一
を
与
え
、
授
業
に
は
必
ず
用
意
す
る
こ
と
を
習
慣
化

さ
せ
た
。

二
　
古
典
入
門
期
の
読
み
の
実
際

　
…
イ
メ
ー
ジ
を
っ
く
ら
せ
な
が
ら
読
む

　
「
素
直
な
生
徒
」
は
、
こ
と
ば
の
っ
く
り
出
す
形
象
か
ら
、
自
分
の
イ
メ
ー

ジ
を
述
べ
る
。
友
だ
ち
の
っ
く
っ
た
イ
メ
ー
ジ
と
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
合

わ
せ
、
比
較
し
、
読
み
を
深
め
て
い
く
。
生
徒
た
ち
は
、
そ
の
時
、
自
己
と
他

者
の
客
観
化
（
異
化
と
同
化
）
の
作
業
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
作
品
を
通
じ
て

の
教
室
の
「
対
話
」
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
時
、
生
徒
は
、
「
自
分

は
自
分
」
、
「
自
分
は
彼
と
同
じ
」
と
認
識
し
た
り
す
る
。
こ
の
行
為
の
積
み
上

げ
は
、
生
徒
の
自
立
・
白
己
形
成
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
こ
の
場
合
の
前
提
条

　
　
　
　
　
古
典
入
門
期
の
授
業
の
試
み

件
と
し
て
、
「
教
室
」
が
「
自
由
な
空
間
」
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
生
徒
は

自
分
の
「
イ
メ
ー
ジ
」
を
表
現
し
な
い
。
生
徒
に
と
っ
て
、
こ
の
「
イ
メ
ー

ジ
」
を
出
し
合
う
授
業
は
楽
し
い
よ
う
で
あ
る
。
文
学
の
「
読
み
の
方
法
論
」

と
し
て
は
、
文
芸
教
育
研
究
会
の
方
法
、
児
童
言
語
研
究
会
の
方
法
、
科
学
的

「
読
み
」
の
研
究
会
の
方
法
、
教
育
科
学
研
究
会
の
方
法
等
が
あ
り
、
今
そ
れ

ぞ
れ
の
立
場
で
、
実
践
的
に
取
り
組
ま
れ
て
い
る
が
、
作
品
の
ジ
ャ
ン
ル
、
長

短
、
質
等
を
考
慮
し
、
自
由
な
選
択
が
必
要
で
あ
る
。

　
こ
と
ば
を
て
い
ね
い
に
追
い
か
け
、
生
徒
に
イ
メ
ー
ジ
を
白
由
に
語
ら
せ
、

「
教
室
」
に
お
け
る
「
集
団
的
な
読
み
」
を
成
立
さ
せ
て
い
き
た
い
。

　
閉
　
作
品
を
ど
う
読
ん
だ
か

　
４
月
以
降
教
科
書
（
東
京
書
籍
）
教
材
の
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
「
絵
仏
師

良
秀
」
、
白
主
教
材
と
し
て
「
鼻
長
き
僧
の
こ
と
」
、
『
沙
石
集
』
の
「
正
直
に

し
て
宝
を
得
た
る
こ
と
」
を
読
み
、
中
間
考
査
ま
で
に
自
主
教
材
で
『
平
家
物

語
』
の
「
殿
上
闇
討
」
を
読
ん
だ
。
こ
こ
で
は
「
古
典
入
門
」
と
し
て
、
最
初

に
扱
っ
た
教
科
書
教
材
の
「
絵
仏
師
良
秀
」
（
三
時
問
）
の
授
業
を
取
り
上
げ

た
い
。
前
回
の
授
業
の
終
了
時
に
、
家
庭
で
「
音
読
」
し
て
く
る
こ
と
を
課
し

た
。
ク
ラ
ス
で
六
－
七
名
の
者
が
読
ん
で
き
て
い
た
。

　
導
入
と
し
て
、
「
古
典
の
広
場
」
第
二
号
で
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
「
序

文
」
、
特
に
「
天
竺
の
事
も
あ
り
、
大
唐
の
事
も
あ
り
、
日
本
の
事
も
あ
り
。

そ
れ
が
う
ち
に
、
貴
き
事
も
あ
り
、
〔
を
か
し
き
事
も
あ
り
、
お
そ
ろ
し
き
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
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も
あ
り
〕
、
哀
れ
な
る
事
も
あ
り
、
き
た
な
き
事
も
あ
り
、
少
々
は
、
空
物
語

も
あ
り
、
利
口
な
る
こ
と
も
あ
り
、
様
々
や
う
や
う
な
り
」
の
部
分
を
強
調
し
、

多
種
多
様
な
説
話
の
世
界
が
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
授
業
に
入
っ
た
。

　
◎
　
授
業
記
録
　
一
時
問
目
の
授
業

　
通
読
。
こ
の
時
、
最
初
の
作
品
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
説
話
が
い
く
つ
の
文

で
成
立
し
て
い
る
か
、
生
徒
に
文
頭
に
番
号
を
つ
け
さ
せ
る
。

丁
　
　
今
か
ら
、
読
ん
で
み
る
か
ら
、
い
く
つ
の
文
で
で
き
て
る
か
、
文
の
頭

　
　
　
に
番
号
つ
け
て
く
れ
る
か
。
文
、
わ
か
る
わ
な
。
丸
か
ら
丸
ま
で
が
一

　
　
　
　
　
＠

　
　
　
つ
の
文
や
ぞ
。

　
　
　
丁
　
全
文
読
む

　
　
　
ど
う
や
、
文
、
い
く
つ
あ
っ
た
か
な
、
Ｓ
１
．

Ｓ
１
　
二
十
…
…

Ｔ
　
　
え
、
そ
ん
な
に
あ
る
か
。
Ｓ
２
は
、
ど
う
や
。

Ｓ
２
　
九
、
や
と
思
い
ま
す
。

丁
　
　
何
で
、
二
人
の
答
え
が
こ
ん
な
に
違
う
ん
や
。
誰
か
？

Ｓ
３
　
第
八
の
文
の
カ
ギ
括
弧
の
中
の
丸
ま
で
、
一
つ
に
数
え
て
い
る
ん
ち
ゃ

　
　
　
い
ま
す
。

Ｔ
　
　
よ
し
、
そ
う
い
う
こ
と
や
な
、
Ｓ
１
は
、
わ
し
の
丸
か
ら
丸
ま
で
を
素

　
　
　
直
に
受
け
取
っ
て
括
弧
の
中
に
あ
る
文
も
一
つ
と
し
て
数
え
た
わ
け
や

　
　
　
な
。
だ
か
ら
、
わ
し
の
説
明
が
悪
か
っ
た
ん
や
な
。
ご
め
ん
な
。
そ
れ

Ｓ
４Ｔ

Ｓ
５Ｔ

Ｓ
５Ｔ

Ｓ
２Ｔ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四

じ
ゃ
、
一
文
ず
つ
見
て
い
く
か
。
文
法
の
テ
キ
ス
ト
、
用
意
し
て
い
る

わ
な
。
表
紙
の
裏
の
助
動
詞
活
用
表
、
開
け
て
お
い
て
く
れ
る
か
。
Ｓ

４
、
第
一
の
文
、
も
う
一
度
、
読
ん
で
く
れ
る
か
。

Ｓ
４
、
読
む
「
こ
れ
も
今
は
昔
、
絵
仏
而
と
い
ふ
あ
り
け
り
」

質
問
、
あ
る
か
。
Ｓ
４
、
ど
う
や
？
　
現
代
文
と
違
う
表
現
、
あ
っ
た

か
。「

け
り
」
、
今
、
使
わ
な
い
ん
ち
ゃ
い
ま
す
。

そ
れ
な
、
そ
れ
か
ら
。
Ｓ
５
、
も
う
な
い
か
？

「
い
ふ
あ
り
け
り
」
、
の
と
こ
、
現
代
文
と
何
か
違
う
感
じ
が
す
る
。

そ
れ
な
、
「
古
典
の
広
場
」
の
第
一
号
で
説
明
し
て
お
い
た
こ
と
と
関

連
す
る
ん
や
け
ど
…
…
「
古
典
の
文
の
特
徴
」
の
最
初
に
出
て
い
た
こ

と
や
け
ど
。
Ｓ
５
、
思
い
出
し
た
か
、
ど
う
や
？
　
ヒ
ン
ト
、
「
い
ふ
」

と
「
あ
り
け
り
」
の
問
に
…
…
こ
と
ば
が
省
略
さ
れ
て
る
…
…

「
人
」
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
や
な
、
こ
こ
は
、
「
者
」
と
い
う
言
葉
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。
「
と

い
ふ
者
あ
り
け
り
」
と
す
れ
ば
い
い
ん
や
な
。

「
こ
れ
も
今
は
昔
」
に
「
こ
れ
も
」
が
あ
る
の
は
、
ど
う
し
て
で
す
か
。

注
Ｑ
の
と
こ
見
て
く
れ
る
か
、
こ
れ
、
説
話
の
決
ま
り
き
っ
た
表
現
常

套
句
（
板
書
）
、
「
こ
れ
も
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
話
が
『
宇
治
拾
遺
物

語
』
の
第
三
十
八
番
目
の
話
と
し
て
、
載
っ
て
い
る
の
で
、
「
こ
れ
も
」



Ｓ
６Ｔ

Ｓ
７Ｔ

と
あ
る
ん
や
な
。
次
に
九
っ
の
文
の
文
末
を
み
て
く
れ
る
か
？
ど
ん

な
特
徴
が
あ
る
？

「
け
り
」
が
多
い
。

第
一
か
ら
第
四
、
第
七
の
文
が
「
け
り
」
、
第
八
は
「
け
れ
」
だ
け
ど
、

「
け
り
」
と
同
じ
や
ね
ん
。
古
典
の
テ
キ
ス
ト
の
表
紙
の
裏
、
見
て
く

れ
る
か
、
過
去
の
助
動
詞
の
と
こ
や
。
そ
こ
に
、
「
き
」
と
「
け
り
」

が
二
つ
あ
る
や
ろ
。
「
け
り
」
の
「
已
然
形
」
に
、
「
け
れ
」
と
あ
る
や

ろ
、
そ
れ
が
第
八
の
文
の
終
わ
り
に
出
て
い
る
「
け
れ
」
や
。
つ
い
で

に
、
四
十
四
ぺ
ー
ジ
、
開
い
て
く
れ
る
か
。
同
じ
過
去
の
助
動
詞
で
も

「
き
」
と
「
け
り
」
の
意
味
、
微
妙
に
ち
が
う
や
ろ
。
「
き
」
は
、
直
接

体
験
し
た
事
柄
、
「
け
り
」
は
、
人
か
ら
伝
え
聞
い
た
過
去
の
事
柄
を

述
べ
る
時
に
使
う
ん
や
な
。
今
日
は
こ
の
区
別
、
し
っ
か
り
覚
え
て
帰

る
ん
や
ぞ
。
二
っ
セ
ッ
ト
で
覚
え
て
お
く
よ
う
に
。
「
け
り
」
に
は

「
詠
嘆
」
の
意
味
も
あ
る
の
も
、
覚
え
て
帰
れ
、
い
い
な
。
Ｓ
７
、
第

一
の
文
、
自
分
の
言
葉
で
言
っ
て
く
れ
る
か
。

「
こ
れ
も
今
は
昔
の
こ
と
だ
け
ど
、
絵
仏
師
良
秀
と
い
う
者
が
い
た
」

す
ご
い
、
そ
れ
で
い
い
。
「
け
り
」
の
と
こ
、
「
い
た
そ
う
だ
」
と
し
た

ら
も
っ
と
い
い
か
も
な
。
そ
う
す
る
と
、
説
話
文
学
が
、
人
か
ら
、
昔

か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
話
を
誰
か
が
、
集
め
て
文
字
に
記
し
た
、
と
い
う

事
情
ま
で
が
わ
か
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
話
の
成
立
条
件
、
良
秀
が

　
　
古
典
入
門
期
の
授
業
の
試
み

Ｓ
ｇＴ

Ｓ
６

Ｓ
ｇＴ

Ｓ
６Ｔ

「
絵
仏
師
」
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
話
は
成
立
し
な
い
。
こ
れ
、
ポ
イ
ン

ト
や
ぞ
。
Ｓ
８
、
第
二
の
文
、
読
ん
で
く
れ
る
か
。

Ｓ
８
、
読
む
「
家
の
隣
よ
り
火
い
で
き
て
、
風
お
し
お
ほ
ひ
て
迫
め
け

れ
ば
、
逃
げ
出
で
て
、
大
路
へ
出
で
に
け
り
」

質
問
、
難
し
い
と
こ
、
出
し
て
く
れ
る
か
。
こ
の
文
は
、
主
語
を
き
ち

ん
と
補
っ
て
読
む
こ
と
が
大
事
や
ぞ
。
Ｓ
９
、
な
い
か
？

「
お
し
お
ほ
ひ
て
迫
め
け
れ
ば
」
と
「
出
で
に
け
り
」

そ
の
ほ
か
、
な
い
か
？

「
家
の
隣
よ
り
火
い
で
き
て
」
は
、
良
秀
の
家
の
隣
か
ら
火
が
出
た
、

と
い
う
こ
と
で
す
か
？

そ
う
い
う
こ
と
、
正
解
。
隣
が
火
事
に
な
っ
て
「
風
お
し
お
ほ
ひ
て
」
、

そ
し
て
「
迫
め
け
れ
ば
」
と
な
る
ん
や
な
。
Ｓ
９
、
ど
う
い
う
こ
と
や

ろ
？

わ
か
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
じ
ゃ
あ
、
ヒ
ン
ト
、
風
が
「
火
を
お
し
包
ん
で
」
と
い
う
こ
と
や

か
ら
、
火
は
、
ど
う
な
る
？
誰
で
も
い
い
ぞ
、
イ
メ
ー
ジ
、
言
っ
て

　
一
立

く
れ
。

火
が
激
し
く
な
る
、
そ
れ
が
迫
ま
っ
て
く
る
…
…

そ
れ
で
良
秀
は
、
ど
う
す
る
？
　
Ｓ
９
、
自
分
の
言
葉
で
言
っ
て
く
れ

る
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五



Ｓ
ｇＴ

Ｓ
１
０ＴＴ

　
　
古
典
入
門
期
の
授
業
の
試
み

逃
げ
出
し
て
、
「
大
路
」
へ
出
た
。

そ
ん
な
と
こ
や
な
、
「
出
で
に
け
り
」
の
「
に
」
の
説
明
、
今
日
二
つ

目
の
助
動
詞
、
や
る
ぞ
。
文
法
の
テ
キ
ス
ト
、
四
十
六
ぺ
－
ジ
、
開
い

て
く
れ
。
い
い
か
、
そ
こ
に
、
完
了
の
助
動
詞
「
つ
」
と
「
ぬ
が
出
て

る
や
ろ
。
「
に
」
は
、
ど
こ
に
出
て
る
。
Ｓ
１
０
。

「
ぬ
」
の
連
用
形
の
「
に
」
。

よ
し
、
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の
連
用
形
。
次
の
第
三
の
文
、
短
い
け

ど
、
ち
ょ
っ
と
や
や
こ
し
い
と
こ
が
あ
る
ん
や
。
次
、
Ｓ
ｕ
、
読
ん
で

み
い
。

Ｓ
ｕ
、
読
む
「
人
の
描
か
す
る
仏
も
お
は
し
け
り
」

「
人
」
、
「
描
か
す
る
」
の
「
す
る
」
、
「
お
は
し
け
り
」
の
「
お
は
し
」
、

こ
の
三
点
重
要
。
説
明
す
る
ぞ
、
「
人
」
は
現
代
の
「
人
」
で
は
な
い
。

「
あ
る
程
度
の
身
分
・
位
の
あ
る
場
合
（
板
書
）
」
に
「
人
」
と
呼
ぶ
ん

や
。
「
す
る
」
は
、
あ
と
回
し
に
す
る
と
し
て
、
「
お
は
し
」
は
「
お
は

す
」
（
板
書
）
の
連
用
形
、
「
あ
り
」
の
尊
敬
語
（
板
書
）
で
「
い
ら
っ

し
ゃ
る
・
お
い
で
に
な
る
」
（
板
書
）
と
い
う
意
味
。
問
題
は
、
「
仏
」

も
「
い
ら
っ
し
ゃ
る
・
お
い
で
に
な
る
」
と
「
仏
」
に
対
し
、
尊
敬

＠
語
を
使
っ
て
い
る
こ
と
や
。
「
古
典
の
広
場
」
の
「
古
典
を
学
ぶ
に
あ

た
っ
て
」
で
言
っ
て
お
い
た
「
古
典
は
そ
の
時
代
状
況
の
中
で
読
む
こ

と
」
が
、
こ
れ
や
な
。
誰
か
、
自
分
の
考
え
、
言
っ
て
く
れ
る
か
？

Ｓ
１
２

Ｓ
３

Ｓ
１
３Ｔ

Ｓ
１
４Ｔ

Ｓ
１
４Ｔ

Ｓ
１
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六

今
と
違
っ
て
仏
と
か
仏
教
が
、
大
事
に
さ
れ
て
い
た
。

み
ん
な
が
仏
を
尊
敬
し
て
い
た
。

仏
が
み
ん
な
の
心
に
生
き
て
い
た
。

全
員
、
正
解
。
今
も
「
仏
」
を
尊
敬
し
て
い
る
人
も
い
る
け
ど
、
時
代

全
体
の
共
通
す
る
精
神
だ
っ
た
ん
や
な
。
「
す
る
」
の
説
明
に
入
る
ぞ
。

「
文
法
の
テ
キ
ス
ト
」
六
十
八
ぺ
ー
ジ
、
そ
こ
に
「
す
」
、
「
さ
す
」
、

「
し
む
」
、
三
っ
の
「
使
役
の
助
動
詞
」
（
板
書
）
が
あ
る
や
ろ
、
「
す

る
」
は
「
す
」
の
連
体
形
。
本
日
、
三
っ
目
の
助
動
詞
や
ぞ
。
Ｓ
１
４
、

「
使
役
」
っ
て
わ
か
る
か
？

人
に
何
か
を
や
ら
せ
る
…
…

そ
う
や
な
、
「
後
輩
に
ジ
ュ
ー
ス
を
買
い
に
行
か
せ
る
」
、
こ
れ
を
「
パ

シ
リ
」
と
い
う
（
笑
い
）
、
「
パ
シ
リ
」
、
こ
れ
「
り
っ
ぱ
な
い
じ
め
」

や
で
（
笑
い
）
、
わ
か
っ
て
い
る
な
。
Ｓ
１
４
、
こ
こ
自
分
の
言
葉
で
言

え
る
か
。

少
し
身
分
の
高
い
人
が
描
か
せ
て
い
る
仏
の
絵
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し

た
。そ

れ
で
い
い
ん
や
け
ど
、
も
う
ち
ょ
っ
と
、
書
か
れ
て
へ
ん
、
言
葉
を

補
っ
て
…
…
誰
に
描
か
せ
て
い
る
ん
や
。
仏
は
ど
こ
に
い
る
ん
や
。
Ｓ

１
４
、
も
う
一
回
。

身
分
の
高
い
人
が
、
良
秀
に
仏
の
絵
を
描
か
せ
て
い
る
、
そ
の
仏
の
絵



Ｓ
６Ｔ

が
、
家
の
中
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

よ
う
し
、
お
見
事
。
そ
う
い
う
こ
と
や
な
、
そ
の
家
は
、
ど
う
な
っ
て

い
る
ん
や
、
い
ま
、
燃
え
て
い
る
ん
や
ぞ
、
そ
れ
か
ら
、
そ
の
燃
え
て

い
る
家
の
中
に
は
、
「
仏
」
だ
け
が
い
る
ん
や
な
い
ん
や
な
。
そ
れ
が
、

次
の
文
に
書
か
れ
て
い
る
。
次
の
文
、
Ｓ
１
５
．

Ｓ
１
５
、
読
む
「
ま
た
、
衣
着
ぬ
妻
子
な
ど
も
、
さ
な
が
ら
内
に
あ
り
け

り
」こ

の
文
、
料
理
し
た
ら
、
今
日
は
終
わ
ろ
う
か
、
最
後
や
か
ら
、
が
ん

ば
ろ
う
ぜ
。
こ
こ
で
、
「
衣
」
を
「
き
ぬ
」
、
「
妻
子
」
を
「
め
こ
」
と

読
む
こ
と
、
あ
と
は
「
着
ぬ
」
の
「
ぬ
」
、
そ
れ
か
ら
「
さ
な
が
ら
」

の
意
味
。
「
さ
な
が
ら
」
は
「
そ
の
ま
ま
」
「
す
べ
て
」
（
板
書
）
、
こ
こ

は
「
そ
の
ま
ま
」
の
意
味
の
副
詞
。
「
ぬ
」
は
、
「
打
消
の
助
動
詞
」

（
板
書
）
、
今
日
、
四
つ
目
の
助
動
詞
。
「
文
法
の
テ
キ
ス
ト
」
の
五
十

八
ぺ
ー
ジ
開
い
て
確
認
し
て
く
れ
。
こ
こ
、
全
体
、
誰
か
、
自
分
の
言

葉
で
言
っ
て
く
れ
る
か
。
そ
れ
確
認
し
た
ら
、
終
わ
ろ
う
か
。

ま
た
、
着
物
を
着
て
へ
ん
、
妻
と
子
が
、
そ
の
ま
ま
、
中
に
い
た
。

よ
う
し
、
い
い
ぞ
。
「
衣
」
を
着
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
外
へ
出
ら
れ

な
か
っ
た
わ
け
や
な
。
今
の
人
な
ら
、
裸
で
も
、
「
パ
ン
ツ
」
一
枚
で

も
、
人
前
に
出
る
の
平
気
だ
け
ど
、
昔
は
、
エ
チ
ケ
ッ
ト
が
あ
っ
た
ん

や
な
。

　
　
古
典
入
門
期
の
授
業
の
試
み

Ｓ
６
　
先
生
、
自
分
の
描
い
て
る
「
絵
」
を
置
い
て
来
た
ん
や
か
ら
、
「
絵
仏

　
　
　
師
」
と
し
て
は
、
失
格
や
な
。

Ｔ
　
　
な
か
な
か
鋭
い
、
新
し
い
意
見
や
な
。
も
う
時
間
が
な
い
か
ら
、
そ
れ
、

　
　
　
全
部
読
み
終
え
て
か
ら
、
み
ん
な
で
議
論
し
よ
う
か
。
最
後
、
確
認
し

　
　
　
て
終
わ
る
ぞ
、
良
秀
は
、
隣
の
家
か
ら
火
が
出
た
時
、
人
に
頼
ま
れ
て

　
　
　
描
い
て
い
る
途
中
の
「
絵
」
と
「
妻
と
子
」
を
残
し
て
、
白
分
だ
け
外

　
　
　
へ
逃
げ
出
し
た
、
と
い
う
こ
と
や
な
。
今
日
の
と
こ
に
出
て
き
た
、
四

　
　
　
つ
の
助
動
詞
、
し
っ
か
り
、
覚
え
と
い
て
な
。
少
し
ず
つ
階
段
を
登
っ

　
　
　
て
行
一
」
う
ぜ
。
こ
の
後
の
と
こ
、
家
で
、
絶
対
、
読
ん
で
来
い
よ
。
起

　
　
　
立
、
礼
。

　
「
授
業
記
録
」
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
少
し
「
助
動
詞
」
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ

た
た
め
に
、
生
徒
諸
君
は
「
古
典
嫌
い
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
心
配
し
な
が
ら
一
時
間
目
の
授
業
を
終
え
た
。

　
　
　
授
業
記
録
　
　
二
時
間
目
の
授
業

　
二
時
問
目
で
は
、
良
秀
の
行
動
と
心
理
、
良
秀
と
「
人
ど
も
」
の
会
話
を
読

み
取
り
な
が
ら
、
イ
メ
ー
ジ
を
出
し
合
う
授
業
を
展
開
し
た
。
そ
の
授
業
の
場

面
を
い
く
つ
か
紹
介
し
た
い
。

　
ア
「
た
だ
逃
げ
出
で
た
る
を
こ
と
に
し
て
、
向
か
ひ
の
つ
ら
に
立
て
り
」
の

　
　
場
合

丁
　
　
「
逃
げ
出
で
た
る
を
こ
と
に
し
て
」
は
、
「
逃
げ
る
こ
と
だ
け
に
気
を
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
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古
典
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門
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み

ら
れ
て
」
、
そ
の
前
の
「
そ
れ
も
知
ら
ず
」
の
「
そ
れ
」
は
何
を
指
し

て
い
る
？

妻
と
子
が
家
の
中
に
い
る
こ
と
。

ほ
か
に
は
、
誰
か
、
い
な
い
か
？
　
家
の
中
に
、
「
仏
」
も
家
の
中
に

い
る
ん
や
ぞ
。
「
そ
れ
も
知
ら
ず
」
、
ど
う
い
う
こ
と
や
。

仏
の
絵
や
妻
と
子
が
い
る
の
も
知
ら
な
い
で
。

「
知
ら
な
い
で
」
と
い
う
よ
り
、
「
気
に
も
と
め
ず
に
」
「
気
に
も
か
け

な
い
で
」
（
板
書
）
ぐ
ら
い
が
い
い
か
な
。
そ
う
す
る
と
「
逃
げ
出
で

た
る
を
こ
と
に
し
て
」
と
関
連
さ
せ
る
と
ど
う
な
る
？
　
ち
ょ
っ
と
待

て
、
「
た
る
」
は
完
了
の
助
動
詞
「
た
り
」
の
連
体
形
（
板
書
）
「
文
法

の
テ
キ
ス
ト
」
の
四
十
八
ぺ
ー
ジ
。
確
認
し
て
く
れ
る
か
。

自
分
が
逃
げ
る
こ
と
だ
け
考
え
て
、
仏
の
絵
、
妻
と
子
の
こ
と
を
気
に

か
け
な
い
で
。

そ
う
し
て
、
「
向
ひ
の
つ
ら
に
立
て
り
」
や
な
。
も
ち
ろ
ん
、
良
秀
が

や
な
。

「
つ
ら
」
っ
て
何
で
す
か
？

「
面
」
（
板
書
）
。
こ
れ
、
道
の
地
面
の
こ
と
や
。
家
と
反
対
側
の
道
路

に
立
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
や
。
「
り
」
は
完
了
の
助
動
詞
、
さ
っ

き
の
「
た
り
」
の
と
こ
、
四
十
八
ぺ
ー
ジ
。
「
存
続
」
の
意
味
も
あ
る
、

い
い
な
。
助
動
詞
、
こ
れ
で
六
つ
や
ぞ
。
じ
ゃ
あ
、
こ
こ
、
イ
メ
ー
ジ

Ｓ
３

Ｓ
４

Ｓ
５

Ｓ
６

Ｓ
７

Ｓ
３Ｔ

　
イＴ

Ｓ
６Ｔ

Ｓ
６Ｔ

九
八

し
て
、
意
星
言
っ
て
く
れ
る
か
。

自
分
だ
け
逃
げ
て
セ
コ
イ
わ
。

大
事
な
「
仏
」
、
置
い
て
き
て
「
絵
仏
師
」
と
し
て
失
格
や
。

妻
と
子
を
置
い
て
自
分
だ
け
、
こ
れ
、
人
問
と
し
て
、
ア
カ
ン
わ
。

隣
が
火
事
や
か
ら
、
懸
命
に
逃
げ
て
来
た
。

火
事
な
ん
や
か
ら
、
夢
中
で
逃
げ
て
来
た
ん
や
か
ら
、
し
ゃ
あ
な
い
わ
。

そ
ん
で
も
、
自
分
の
こ
と
だ
け
、
考
え
て
る
の
は
、
い
や
や
わ
。

も
う
な
い
か
。
そ
れ
じ
ゃ
、
次
、
い
っ
て
み
る
わ
な
。

「
…
…
煙
・
炎
く
ゆ
り
け
る
ま
で
、
お
ほ
か
た
向
ひ
の
つ
ら
に
立
ち
て

眺
め
け
れ
ぱ
」
の
場
合

こ
の
文
、
少
し
長
い
か
ら
、
途
中
や
け
ど
、
こ
こ
ま
で
に
し
と
く
わ
な
。

こ
こ
で
は
、
「
お
ほ
か
た
」
（
板
書
）
と
「
煙
・
炎
く
ゆ
り
け
る
」
（
板

書
）
が
一
番
シ
ン
ド
イ
言
葉
か
な
。
や
さ
し
い
と
こ
か
ら
聞
く
わ
な
。

質
問
す
る
ぞ
、
誰
が
「
見
れ
ば
」
、
や
？

良
秀
が
。

「
わ
が
家
に
移
り
て
」
は
、
何
が
移
る
ん
や
？
　
Ｓ
６
、
も
う
一
回
。

隣
か
ら
出
た
火
が
。

良
秀
が
向
い
側
の
道
路
に
た
っ
て
、
自
分
の
家
を
見
る
と
、
隣
か
ら
出

た
火
が
移
っ
て
い
た
ん
や
な
。
そ
れ
を
良
秀
が
「
煙
・
炎
く
ゆ
り
け
る

ま
で
」
、
「
お
ほ
か
た
向
ひ
の
っ
ら
に
立
ち
て
眺
め
け
れ
ば
」
や
な
、



Ｓ
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Ｓ
８

Ｓ
ｇＴ

Ｓ
８
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「
お
ほ
か
た
」
は
「
一
般
、
お
お
よ
そ
の
こ
と
」
（
板
書
）
と
「
ふ
つ
う

　
で
あ
る
様
子
」
（
板
書
）
の
二
っ
あ
る
ん
や
け
ど
、
こ
こ
は
、
あ
と
の

　
方
や
。
イ
メ
ー
ジ
つ
く
れ
る
か
な
。

　
先
生
、
「
く
ゆ
り
け
る
」
ま
で
は
？

　
炎
や
煙
が
く
す
ぶ
っ
て
い
て
、
い
き
な
り
燃
え
あ
が
っ
た
り
、
煙
が
立

　
ち
の
ぼ
っ
た
り
す
る
様
子
。
イ
メ
ー
ジ
、
ど
う
や
？
　
自
分
の
言
葉
で

　
言
っ
て
く
れ
る
か
。

　
自
分
の
家
が
燃
え
あ
が
っ
て
い
る
の
を
、
ふ
つ
う
に
向
い
側
の
道
路
に

　
立
っ
て
眺
め
て
い
た
ん
や
か
ら
、
な
ん
か
変
な
奴
や
な
。

　
ふ
つ
う
に
眺
め
て
い
る
っ
て
、
ど
う
い
う
こ
と
や
ろ
。

　
平
然
と
冷
静
に
い
つ
も
と
変
ら
ぬ
よ
う
に
・
・
：
－
、
自
分
の
家
が
燃
え
て

　
い
る
の
に
…
…
中
に
は
妻
や
子
が
い
る
の
に
や
。
次
の
と
こ
読
む
と
、

　
は
っ
き
り
す
る
か
も
知
れ
へ
ん
か
ら
、
読
ん
で
み
る
わ
な
。

　
先
生
、
や
っ
ぱ
り
、
良
秀
は
変
な
奴
や
わ
。
家
の
中
に
は
、
妻
と
子
が

残
っ
て
い
る
の
に
、
冷
静
に
自
分
の
燃
え
て
る
家
、
見
て
ん
や
か
ら
。

　
「
芸
術
家
」
っ
て
、
一
」
う
い
う
人
が
多
い
ん
ち
ゃ
う
。

　
「
『
あ
さ
ま
し
き
こ
と
。
』
と
て
、
人
ど
も
来
訪
ひ
け
れ
ど
、
騒
が
ず
」

の
場
合

　
こ
こ
、
良
秀
と
人
ど
も
の
、
燃
え
て
い
る
家
に
対
す
る
と
ら
え
方
に
違

　
い
の
あ
る
の
わ
か
る
か
。

　
　
古
典
入
門
期
の
授
業
の
試
み

Ｓ
ｕ

Ｔ
Ｓ
ｕＴ

Ｓ
ｕＴ

Ｓ
ｕＴ

Ｓ
ｕＴ

「
あ
さ
ま
し
き
こ
と
」
、
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　
　
（
ｏ

形
容
詞
、
理
解
す
る
の
一
番
シ
ン
ド
イ
っ
て
言
っ
と
い
た
わ
な
。
こ
れ

が
、
そ
う
や
。
「
驚
き
、
あ
き
れ
る
」
（
板
書
）
時
、
い
い
場
合
、
悪
い

場
合
、
ど
ち
ら
に
も
使
う
「
形
容
詞
」
、
こ
の
場
合
は
、
ど
ち
ら
や
と

思
う
、
Ｓ
ｕ
。

火
事
や
か
ら
、
悪
い
場
合
。

そ
う
す
る
と
ど
う
な
る
？
「
あ
さ
ま
し
き
こ
と
」
と
言
っ
た
の
は
、
誰

や
？
「
騒
が
ず
」
の
主
語
は
誰
や
？

や
っ
て
来
た
人
ど
も
と
、
あ
と
は
良
秀
。

火
事
な
の
で
、
や
っ
て
来
た
人
た
ち
が
、
良
秀
に
「
た
い
へ
ん
や
ね

え
」
っ
て
、
言
葉
を
か
け
た
わ
け
や
な
。
関
西
弁
で
言
っ
た
か
ど
う
か
、

わ
し
ゃ
、
知
ら
ん
（
笑
い
）
。
そ
れ
に
対
し
て
、
良
秀
は
「
騒
が
ず
」

や
な
。

先
生
、
こ
れ
反
対
ち
ゃ
う
の
？

何
が
？

自
分
の
家
が
燃
え
て
い
る
良
秀
が
「
騒
が
ず
」
で
、
や
っ
て
来
た
人
が

「
あ
さ
ま
し
き
こ
と
」
と
、
言
っ
て
い
る
点
…
…

あ
あ
、
そ
う
か
、
家
が
燃
え
て
る
本
人
が
「
騒
が
ず
」
、
冷
静
で
、
ま

わ
り
が
「
た
い
へ
ん
だ
」
っ
て
言
っ
て
る
こ
と
か
。
そ
れ
な
ら
、
こ
の

後
、
も
っ
と
変
な
行
動
を
と
る
ぞ
、
良
秀
は
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
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古
典
入
門
期
の
授
業
の
試
み

　
「
『
い
か
に
。
』
と
、
人
言
ひ
け
れ
ば
、
向
ひ
に
立
ち
て
、
家
の
焼
く
る

を
見
て
、
う
ち
う
な
づ
き
て
、
時
々
笑
ひ
け
り
」
の
場
合

　
こ
こ
、
ち
ょ
っ
と
説
明
し
て
し
ま
う
け
ど
、
や
っ
て
来
た
人
が
「
い
か

　
に
」
、
「
ど
う
し
た
ん
で
す
か
」
っ
て
、
良
秀
に
聞
い
た
ん
や
な
。
す
る

　
と
、
良
秀
は
そ
れ
に
は
答
え
ず
、
「
う
ち
う
な
づ
き
て
」
、
こ
の
「
う

　
ち
」
は
、
「
強
意
の
接
頭
語
」
（
板
書
）
や
ね
ん
。
下
の
「
う
な
づ
き

　
て
」
を
強
め
る
ん
や
。
「
う
ん
、
う
ん
う
な
づ
い
て
」
、
そ
し
て
「
時
々

　
笑
ひ
け
り
」
や
か
ら
、
時
々
笑
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
や
な
。
こ
こ
、

　
ど
ん
な
、
感
じ
や
。
誰
で
も
い
い
ぞ
、
思
っ
た
こ
と
言
っ
て
く
れ
る
か
。

　
何
か
、
気
味
悪
い
わ
。

　
何
で
や
？

　
自
分
の
家
が
、
焼
け
て
る
の
見
て
、
笑
っ
て
い
る
や
ん
か
ら
、
ほ
ん
ま

　
に
変
わ
っ
て
る
奴
や
わ
。

　
ほ
ん
ま
に
変
な
奴
や
。
こ
ん
な
ん
絶
対
、
変
や
。

　
家
の
中
に
、
妻
と
子
が
ま
だ
い
る
の
に
、
笑
っ
て
る
、
い
や
や
な
、
こ

　
ん
な
ん
。

　
ほ
ん
ま
の
芸
術
家
っ
て
い
う
の
は
、
こ
う
い
う
の
ん
室
言
う
ん
ち
ゃ
う
。

　
そ
ん
な
ん
は
、
芸
術
家
っ
て
言
わ
へ
ん
の
ち
ゃ
う
ん
か
な
。
い
く
ら

　
「
絵
」
の
た
め
と
言
っ
た
っ
て
、
心
の
な
い
奴
の
絵
な
ん
て
、
人
は
感

　
動
し
な
い
ん
ち
ゃ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇

Ｔ
　
　
「
う
ち
う
な
づ
き
て
」
は
、
火
を
見
て
「
う
な
づ
い
て
」
、
そ
し
て
「
笑

　
　
　
っ
て
い
る
」
ん
や
か
ら
、
良
秀
は
、
何
を
思
っ
て
い
る
ん
や
ろ
う
。

Ｓ
６
　
「
絵
仏
師
」
や
か
ら
、
絵
の
材
料
に
使
お
う
と
思
っ
て
、
観
察
し
て
い

　
　
　
る
。
「
火
事
」
を
直
接
見
ら
れ
る
、
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
と
思
っ
て
る
。

Ｔ
　
　
じ
ゃ
あ
、
こ
の
「
笑
い
」
は
、
ど
う
い
う
「
笑
い
」
や
？

Ｓ
６
　
納
等
、
喜
び
。
満
足
。

丁
　
　
自
分
の
家
が
、
燃
え
て
「
納
得
、
喜
び
」
の
笑
い
。
ち
ょ
っ
と
不
気
味

　
　
　
や
わ
な
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
麦
略
１

　
こ
の
後
、
同
様
の
授
業
を
展
開
し
つ
つ
、
「
『
あ
は
れ
、
し
つ
る
所
得
か
な
。

年
ご
ろ
は
悪
く
描
き
け
る
も
の
か
な
。
』
と
言
ふ
時
に
、
訪
ひ
に
来
た
る
者
ど

も
、
『
こ
は
い
か
に
、
か
く
て
立
ち
た
ま
へ
る
か
。
』
と
言
ひ
け
れ
ば
」
ま
で
読

み
、
三
時
問
目
に
つ
な
い
だ
。

　
３
－
　
三
時
問
目

　
授
業
記
録
は
省
略
。
こ
こ
で
は
、
良
秀
の
言
葉
を
深
く
読
み
そ
の
人
間
性
を

考
え
さ
せ
た
。
と
く
に
「
そ
の
後
に
や
」
以
下
の
編
者
の
評
価
の
是
非
を
生
徒

に
考
え
さ
せ
て
み
た
。
授
業
の
最
後
十
分
で
、
生
徒
の
意
見
・
感
想
を
書
い
て
、

こ
の
教
材
を
用
い
て
の
授
業
を
終
え
た
。



三

生
徒
の
意
見
・
感
想

　
　
　
　
鑑
賞
・
批
評
の
レ
ベ
ル
を
展
望
し
て

　
「
文
法
的
知
識
」
を
ま
だ
ほ
と
ん
ど
持
た
な
い
入
門
期
の
生
徒
に
も
「
文
学

的
感
動
」
を
伝
え
た
い
と
思
い
な
が
ら
授
業
を
展
開
し
た
。
「
こ
と
ば
の
獲
得

（
こ
の
場
合
は
文
法
的
知
識
に
よ
る
言
葉
の
獲
得
）
」
は
、
生
徒
の
感
動
世
界
を

拡
大
す
る
と
思
い
っ
つ
も
、
「
文
法
的
事
項
の
説
明
」
ば
か
り
だ
と
生
徒
は
退

屈
し
て
し
ま
う
。
「
古
典
嫌
い
」
の
生
徒
を
大
量
に
出
し
て
し
ま
う
。
か
と
い

っ
て
、
そ
れ
を
し
な
け
れ
ば
、
作
品
世
界
に
深
く
踏
み
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
。

「
古
典
の
文
学
教
育
」
が
成
立
し
な
い
。

　
「
古
典
の
広
場
　
第
七
号
」
に
、
七
ク
ラ
ス
全
員
に
書
い
て
も
ら
っ
た
読
後

感
を
掲
載
し
た
（
授
業
に
対
す
る
意
見
で
も
よ
い
と
し
た
）
。
一
ク
ラ
ス
分
全

員
の
も
の
を
プ
リ
ン
ト
し
、
学
年
全
員
に
配
布
し
た
。
高
校
最
初
の
古
典
に
出

会
っ
た
生
徒
の
「
直
観
的
感
想
」
で
あ
る
。
予
想
通
り
、
良
秀
の
心
理
と
行
動

に
対
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
が
、
そ
の
是
非
は
ほ
ぼ
拮
抗
し
て
い
た
。

　
稚
い
も
の
が
多
い
。
し
か
し
今
後
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
の
、
多
様
な
ジ
ヤ
ン
ル

の
作
品
を
読
む
授
業
を
通
じ
て
、
こ
の
稚
い
レ
ベ
ル
か
ら
鑑
賞
・
批
評
の
レ
ベ

ル
ま
で
、
生
徒
を
到
達
さ
せ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
科

学
的
指
導
方
法
の
確
立
、
教
材
の
厳
選
と
配
列
と
が
必
要
で
あ
る
。
指
導
過
程

論
・
教
材
論
を
視
野
に
入
れ
た
「
古
典
文
学
教
育
」
の
体
系
化
が
求
め
ら
れ
て

　
　
　
　
　
古
典
入
門
期
の
授
業
の
試
み

い
る
。
昨
今
の
「
文
学
教
育
」
に
対
す
る
風
当
た
り
の
強
い
状
況
に
対
時
す
る

「
古
典
教
育
の
方
法
論
」
の
確
立
が
緊
急
の
課
題
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

　
古
典
を
読
む
た
め
の
基
礎
的
な
力
を
つ
け
、
さ
ら
に
文
学
と
し
て
の
古
典
の

魅
力
を
生
徒
に
伝
え
て
い
く
と
い
う
こ
の
課
題
は
、
古
典
教
育
に
お
け
る
宿
命

的
な
課
題
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
を
統
一
す
る
授
業
指
導
課
程
、
方
法
を
模
索
し

つ
っ
、
創
造
的
な
古
典
文
学
教
育
を
め
ざ
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
高
校
古
典
の
初
め
て
の
授
業
に
対
し
て
意
見
を
寄
せ
た
く
れ
た
生
徒
の
意
見

を
い
く
つ
か
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
健
気
な
意
見
を
率
直
に
述
べ
て
い
る
。

（
傍
線
は
筆
者
）

◇
「
僕
は
史
二
の
時
は
、

古
典
は
難
し
く
て
嫌
い
だ
っ
た
け
ど
、
今
は
少
し

◇◇ わ
か
る
の
で
ち
ょ
っ
と
好
き
に
な
っ
て
き
た
。
」

「
内
容
は
少
々
文
法
に
っ
い
て
は
意
味
不
明
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
け
ど
、
授

業
を
受
け
る
ご
と
に
意
味
が
解
明
さ
れ
る
に
し
た
が
っ
て
、
よ
う
や
く
理

解
が
で
き
た
。
古
文
は
国
語
の
な
か
で
も
好
き
な
ほ
う
な
の
で
、
し
っ
か

り
と
取
り
組
み
た
い
と
思
う
。
」

「
授
業
を
受
け
た
古
典
は
、
昔
話
の
よ
う
な
も
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。
か

ぐ
や
姫
の
話
の
竹
取
物
語
は
ど
ん
な
も
の
な
の
か
と
不
思
議
に
思
い
ま
す
。

古
典
は
お
も
し
ろ
い
と
い
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
ほ
ん
の
少
し
だ
け
ど
も

　
受
け
ま
し
た
。
Ｌ

◇
「
…
…
『
絵
仏
師
良
秀
』
で
は

、
文
法
が
案
外
わ
か
り
や
す
か
っ
た
の
で
、

　
　
　
　
　
一
〇
一



古
典
入
門
期
の
授
業
の
試
み

授
業
も
、

メ
モ
を
取
っ
た
り
し
な
が
ら
文
章
を
楽
し
く
読
め
た
よ
う
な
気

が
す
る
。
こ
れ
か
ら
も
こ
ん
な
感
じ
で
、

で
い
け
た
ら
よ
い
と
思
う
。
」

楽
し
み
な
が
ら
、
文
章
を
読
ん

◇
「
四
月
か
ら
の
授
業
で
僕
は
少
し
ず
っ
古
典
に
興
味
を
持
ち
は
じ
め
ま
し

　
た
。
中
学
の
時
は
、
古
典
が
い
や
で
た
ま
ら
な
か
っ
た
の
で
、
興
味
を
も

　
ち
は
じ
め
る
こ
と
が
で
き
て
よ
か
っ
た
で
す
。
が
ん
ば
っ
て
い
き
た
い
と

　
思
っ
て
い
ま
す
。
」

◇
「
古
典
の
文
章
に
あ
ま
り
な
れ
て
な
く
て
、
文
を
見
た
だ
け
で
と
て
も
読

　
む
気
が
お
こ
ら
な
く
な
っ
て
い
た
。
で
も
、
授
業
を
受
け
て
、
ほ
ん
の
少

　
し
ず
っ
だ
け
ど
、
な
れ
て
き
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
」

◇
「
…
…
古
典
は
確
か
に
現
代
語
と
意
味
が
違
う
の
も
あ
っ
て
、

や
や
こ
し

い
面
も
あ
る
が
、
ひ
も
を
ほ
ど
い
て
い
く
様
な
気
分
（
や
パ
ズ
ル
感
覚
）

　
で
出
来
て
お
も
し
ろ
味
が
あ
っ
た
。
」

◇
「
僕
は
あ
ん
ま
り
国
語
は
好
き
じ
ゃ
な
い
け
ど
、
古
典
は
話
を
聞
き
な
が

　
ら
、
イ
メ
ー
ジ
を
す
る
と
、
い
ろ
ん
な
も
の
が
見
え
て
く
る
か
ら
、
現
代

　
文
よ
り
は
、
好
き
だ
と
思
う
。
」

◇
「
僕
は
、
古
典
と
い
う
も
の
は
、
中
学
の
頃
か
ら
、
あ
ま
り
好
き
で
は
な

か
っ
た
。
文
法
的
な
こ
と
が
、
現
代
文
と
少
し
違
っ
た
り
し
て
い
た
の
で
、

内
容
が
わ
か
り
に
く
か
っ
た
。
し
か
し
、

こ
の
四
月
か
ら
の
授
業
で
は
、

そ
う
い
う
細
か
い
点
に
っ
い
て
の
説
明
や
、
別
紙
プ
リ
ン
ト
な
ど
が
あ
っ

一
〇
二

た
の
で
、
中
学
校
時
代
よ
り
は
、
内
容
が
と
り
や
す
く
な
っ
た
よ
う
に
は

思
え
た
（
例
え
ば
現
代
語
と
の
違
い
）
。
こ
れ
を
機
に
古
典
が
も
っ
と
わ

か
り
や
す
く
な
る
よ
う
に
努
力
し
て
い
こ
う
思
う
。
」

◇
「
何
度
読
ん
で
も
あ
き
が
こ
な
い
の
が
こ
の
古
典
で
、
今
の
現
代
文
と
の

　
大
き
な
違
い
だ
と
思
う
。
こ
れ
か
ら
、
も
っ
と
古
典
を
勉
強
し
て
い
く
中

で
、
で
き
る
だ
け
古
典
が
っ
く
ら
れ
た
時
代
に
自
分
が
入
り
込
ん
だ
よ
う

な
気
持
ち
で
勉
強
し
て
い
き
た
い
。
」

四

ま
と
め
に
か
え
て

　
　
　
　
生
徒
創
乍

『
説
話
文
学
集
』

　
生
徒
創
作
の
『
説
話
文
学
集
』
は
、
「
君
ら
の
『
説
話
文
学
集
』
を
創
ろ
う

と
い
う
」
私
の
提
案
に
対
し
て
、
生
徒
諸
君
が
応
え
て
く
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
真
面
目
に
書
い
た
も
の
は
、
そ
れ
な
り
に
評
価
す
る
」
、
「
努
力
し
た
者
に
は
、

校
長
や
教
頭
に
言
っ
て
、
何
ら
か
の
『
賞
』
を
与
え
た
い
、
そ
れ
が
ダ
メ
だ
っ

た
ら
、
私
の
ポ
ケ
ッ
ト
マ
ネ
ー
で
、
食
堂
の
ラ
ー
メ
ン
か
ヤ
キ
メ
シ
か
、
そ
れ

と
も
ジ
ュ
ー
ス
か
、
チ
ケ
ソ
ト
を
絶
対
用
意
す
る
」
、
「
ユ
ニ
ー
ク
で
個
性
的
な

も
の
を
期
待
す
る
」
、
「
文
法
的
な
ま
ち
が
い
な
ど
気
に
せ
ず
、
自
由
に
書
い
て

ほ
し
い
」
、
「
ユ
ニ
ー
ク
で
個
性
的
な
も
の
を
期
待
す
る
。
ユ
ー
モ
ア
、
も
ち
ろ

ん
ブ
ラ
ッ
ク
ユ
ー
モ
ア
も
大
歓
迎
で
あ
る
」
、
と
し
て
書
い
て
も
ら
っ
た
も
の

で
あ
る
。



　
「
今
は
昔
…
…
と
な
む
語
り
伝
へ
た
る
と
や
」
と
い
う
説
話
の
形
式
を
踏
ま

え
、
「
…
…
」
の
部
分
は
、
時
代
、
登
場
人
物
、
内
容
は
白
由
と
し
た
。

　
生
徒
は
初
め
て
、
古
典
に
出
会
い
、
い
き
な
り
「
古
典
語
」
に
よ
る
「
説
話

を
書
く
課
題
」
に
戸
惑
い
な
が
ら
も
、
さ
ま
ま
ざ
な
テ
ー
マ
を
設
定
し
、
苦
労

し
っ
っ
も
、
新
鮮
な
面
持
ち
で
ど
う
に
か
書
い
た
よ
う
で
あ
る
。
「
中
学
校
の

時
は
、
受
験
の
た
め
た
だ
文
を
読
ん
で
、
問
題
を
解
く
だ
け
で
深
く
考
え
て
読

ま
な
か
っ
た
が
、
高
校
で
は
、
い
ろ
い
ろ
考
え
な
が
ら
読
む
の
で
楽
し
い
」
、

「
受
験
の
た
め
だ
け
に
古
典
を
読
ん
で
い
た
の
で
、
内
容
に
つ
い
て
考
え
た
り
、

登
場
人
物
の
心
理
を
考
え
た
り
し
な
か
っ
た
。
高
校
で
は
そ
こ
を
深
く
や
る
の

で
お
も
し
ろ
い
」
と
い
う
意
見
も
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
声
に
授
業
者

自
身
が
励
ま
さ
れ
て
い
る
。
月
に
二
回
ぐ
ら
い
「
古
典
を
読
む
会
」
を
や
ろ
う

と
い
う
声
が
数
人
の
「
帰
宅
部
」
の
生
徒
か
ら
出
た
。
そ
の
こ
と
を
知
っ
た
同

僚
の
若
い
講
師
の
先
生
た
ち
か
ら
「
わ
た
し
た
ち
も
参
加
し
た
い
」
と
い
う
嬉

し
い
申
し
出
も
あ
る
。
学
校
の
中
で
、
放
課
後
、
生
徒
と
教
師
が
、
古
典
の
作

品
を
中
心
に
、
熱
心
に
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
し
て
い
る
姿
な
ど
、
今
時
、
希

少
価
値
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
と
は
、
誰
が
企
画
・
運
営
す
る
か
で
あ
る
。

　
生
徒
の
古
典
の
旅
が
実
り
豊
か
な
も
の
に
な
る
よ
う
、
一
緒
に
古
典
の
旅
を

続
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
次
に
生
徒
創
作
の
『
説
話
文
学
集
』
を
紹
介
し
た
い
。
紙
数
の
都
合
で
そ
の

い
く
っ
か
し
か
掲
載
で
き
な
い
。
ご
了
承
願
い
た
い
。
高
校
入
学
後
、
一
カ
月
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半
ほ
ど
し
か
古
典
を
学
習
し
て
い
な
い
生
徒
の
創
作
と
し
て
は
一
応
の
レ
ベ
ル

に
達
し
て
い
る
と
考
え
る
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

【
生
徒
創
作
の
『
説
話
文
学
集
』
よ
り
一
部
抜
粋
】

１
　
「
不
幸
、
十
一
年
の
者
」

　
今
は
昔
、
伊
勢
に
大
黒
屋
一
信
と
い
ふ
者
あ
り
け
り
。
こ
の
者
が
船
頭
を
つ

と
む
る
同
志
杜
丸
、
米
を
伊
勢
か
ら
江
戸
へ
運
ぶ
途
中
、
嵐
に
遭
ひ
に
け
り
。

漂
流
の
後
、
ロ
シ
ア
の
ア
リ
ュ
ー
シ
ャ
ン
列
島
の
ア
ム
チ
ト
カ
島
に
着
き
に
け

り
。
一
信
ら
二
十
人
を
乗
せ
し
船
、
も
う
使
い
物
に
な
ら
ず
。
島
民
と
力
合
わ

せ
、
小
船
を
造
パ
、
日
本
に
帰
へ
り
た
き
が
た
め
、
本
土
ロ
シ
ア
の
皇
帝
へ
と

向
か
は
ん
と
す
。
雪
・
大
嵐
の
中
、
ソ
リ
に
て
数
年
か
け
て
、
都
の
ペ
テ
ル
ブ

ル
グ
ま
で
行
き
に
け
り
。
ま
た
、
そ
の
途
中
、
船
員
の
幾
人
か
は
、
命
を
な
む

落
と
し
け
る
。
都
に
て
親
切
な
る
加
藤
と
い
ふ
者
に
出
会
ひ
け
り
。
そ
の
者
、

い
と
名
の
知
れ
た
る
者
に
て
、
こ
の
者
の
力
を
借
り
、
皇
帝
に
会
ひ
、
帰
国
を

ゆ
る
さ
れ
た
り
。
し
か
れ
ど
も
、
船
員
の
内
、
ほ
と
ん
ど
の
者
、
ロ
シ
ア
に
て

暮
ら
す
こ
と
決
め
、
一
信
、
他
二
・
三
人
と
と
も
に
、
十
一
年
ぶ
り
に
、
日
本

へ
帰
国
せ
り
。
こ
の
時
、
一
信
、
「
ロ
シ
ア
か
ら
の
道
の
り
は
地
獄
、
こ
こ
は

天
国
」
と
ぞ
言
ひ
け
る
、
と
な
む
語
り
伝
え
た
る
と
や
。

２
　
「
竹
取
物
語
」

　
今
は
昔
、
い
や
し
き
夫
婦
あ
り
け
り
。
こ
の
夫
婦
、
子
供
で
き
ぬ
な
り
。
竹

を
取
り
て
世
を
渡
り
け
り
。
夫
、
竹
を
取
り
け
る
に
、
竹
の
中
に
「
か
わ
い
い
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赤
ち
ゃ
ん
」
あ
り
に
け
り
。
家
に
帰
り
ぬ
。
こ
の
妻
、
心
や
さ
し
き
者
に
て
、

「
こ
の
主
、
い
か
ば
か
り
嘆
き
求
む
ら
む
。
い
と
ほ
し
き
こ
と
な
り
。
主
を
尋

ね
て
返
し
た
ま
へ
。
」
生
言
ひ
け
れ
ば
、
「
ま
こ
と
に
。
」
と
て
、
あ
ま
ね
く
ふ

れ
け
る
に
、
主
と
い
ふ
者
出
で
に
け
り
。
そ
の
主
、
鬼
な
り
。
夫
、
驚
き
て
逃

げ
に
け
り
。
鬼
、
こ
れ
を
得
て
、
あ
ま
り
に
う
れ
し
く
て
、
妻
を
連
れ
て
、
い

や
し
き
夫
婦
に
、
御
礼
を
言
ひ
に
行
き
け
り
。
村
人
、
こ
れ
を
見
、
「
か
の
夫

婦
は
、
鬼
な
り
。
」
と
の
の
し
り
け
り
。
こ
の
夫
婦
、
村
を
出
で
に
け
り
、
と

な
む
語
り
伝
へ
た
る
と
や
。

３
　
「
競
馬
」

　
今
は
昔
、
加
藤
と
い
ふ
男
あ
り
け
り
。
そ
の
男
長
者
な
り
け
れ
ば
、
毎
日
遊

び
け
る
。
あ
る
日
、
競
馬
し
た
り
け
る
折
に
、
見
知
ら
ぬ
人
近
づ
き
て
、
そ
の

人
、
言
は
く
、
「
八
番
の
馬
、
い
み
じ
く
良
き
に
見
え
け
れ
ば
、
こ
の
馬
の
勝

ち
た
る
こ
と
、
問
違
い
無
き
こ
と
と
思
ひ
た
る
」
　
そ
を
聞
き
た
る
加
藤
、
八

番
の
馬
の
単
勝
に
、
全
財
産
を
ぞ
っ
ぎ
こ
め
り
。
し
か
る
に
、
八
番
の
馬
、
故

障
発
生
し
、
予
後
不
良
と
な
り
け
れ
ば
、
加
藤
が
持
ち
た
る
券
、
す
べ
て
紙
く

ず
と
ぞ
な
り
に
け
る
。
競
馬
、
楽
し
む
ほ
ど
に
す
る
こ
と
、
良
け
れ
ば
、
財
産

っ
ぎ
こ
み
て
、
勝
負
す
る
は
、
愚
か
な
る
こ
と
な
り
。
人
の
言
ひ
た
る
こ
と
、

安
易
に
信
ず
る
も
良
き
こ
と
と
は
言
え
ず
、
と
な
む
語
り
伝
へ
た
る
と
や
。

　
　
ム
セ
キ
ニ
ン
ソ
ウ
リ
ノ
コ
ト

４
　
「
無
責
任
総
理
語
」

　
今
は
昔
、
村
山
○
市
と
い
ふ
総
理
大
臣
あ
り
け
り
。
心
ひ
か
え
め
で
、
善
人
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の
や
う
に
見
え
た
り
。
皆
皮
に
期
待
を
か
け
り
。

　
さ
て
、
こ
の
大
臣
ま
ゆ
げ
長
か
り
け
り
。
三
四
寸
ば
か
り
な
り
け
れ
ば
、
手

入
れ
、
い
と
大
変
そ
う
に
見
え
た
り
。
色
は
真
っ
白
に
て
、
誰
が
見
て
も
、
第

一
印
象
と
し
て
残
り
け
り
。
此
総
理
、
予
算
案
を
決
定
せ
り
。
さ
れ
ど
、
一
月

の
国
会
を
前
に
し
て
、
い
み
じ
き
無
責
任
に
も
総
理
大
臣
を
辞
退
せ
り
。

　
国
民
、
ま
す
こ
み
、
大
き
に
腹
立
て
、
さ
わ
ぎ
、
わ
め
き
、
困
り
け
り
。
世

の
人
、
無
責
任
総
理
村
山
と
な
む
、
か
た
り
伝
へ
た
る
と
や
。

５
　
「
焼
き
も
ろ
こ
し
」

　
今
は
昔
、
小
学
校
に
酒
井
君
と
い
ふ
あ
り
け
り
。
我
と
酒
井
君
、
と
ほ
き
店

に
て
、
焼
き
も
ろ
こ
し
と
ガ
ム
を
買
ひ
、
自
転
車
を
使
ひ
て
、
公
園
に
行
か
ん

と
す
。

　
酒
井
君
の
自
転
車
、
横
に
か
ご
あ
り
け
り
。
酒
井
君
そ
こ
に
焼
き
も
ろ
こ
し

入
れ
む
と
せ
ん
。
公
園
の
手
前
の
道
路
、
車
多
く
通
り
け
り
。
我
と
酒
井
君
急

ぎ
て
、
道
路
を
渡
り
け
り
。
す
る
と
、
酒
井
君
、
焼
き
も
ろ
こ
し
を
落
と
し
、

車
、
出
で
き
て
、
焼
き
も
ろ
こ
し
踏
み
け
り
。
我
と
公
園
に
お
り
し
友
達
い
と

お
か
し
と
笑
ひ
け
り
。
酒
井
君
、
泣
き
て
家
に
帰
り
け
り
。

　
自
転
車
の
横
か
ご
に
あ
ま
り
物
を
入
る
る
べ
か
ら
ず
、
と
な
む
語
り
伝
へ
た

る
と
や
。

６
　
「
髪
多
き
教
師
の
こ
と
」

　
今
は
昔
、
同
志
社
香
里
高
校
に
Ｙ
氏
と
い
ふ
教
師
あ
り
け
り
。
社
会
な
ん
ど



よ
く
習
ひ
て
、
年
久
く
行
て
貴
と
か
り
け
れ
ば
、
ワ
ン
ゲ
ル
部
の
顧
問
と
な
り
。

部
室
、
部
員
も
少
し
も
荒
れ
た
る
所
な
し
。
あ
た
か
も
こ
の
者
の
頭
の
よ
う
な

り
。
部
室
に
は
御
灯
絶
え
ず
。
お
り
ふ
し
の
ミ
ィ
ー
テ
ィ
グ
、
登
山
、
し
げ
く

行
は
せ
け
れ
ば
、
山
中
に
ひ
ま
な
く
部
員
来
、
に
ぎ
は
ひ
け
り
。
ま
た
、
そ
の

あ
た
り
に
小
家
ど
も
お
ほ
く
い
で
き
て
、
里
も
に
ぎ
は
ひ
け
り
。

　
さ
て
、
こ
の
者
髪
多
か
り
け
り
。
面
積
に
し
て
３
０
，
ｍ
ば
か
り
の
樹
海
と
３
，
ｍ

の
部
分
に
分
か
り
け
り
。
こ
の
３
“
の
部
分
、
少
し
樹
海
と
離
さ
れ
た
り
。
ゆ

え
に
、
こ
の
部
分
、
あ
た
か
も
海
に
浮
か
ぶ
小
島
の
如
く
見
え
け
る
。
色
は
黄

土
色
に
て
、
フ
ラ
イ
パ
ン
の
油
の
や
う
に
ぎ
と
ぎ
と
光
り
け
り
。
か
ゆ
が
る
事

か
ぎ
り
な
し
。
ハ
ン
カ
チ
を
冷
や
し
て
頭
を
ふ
き
け
れ
ば
、
や
う
や
く
に
し
て
、

か
ゆ
み
治
り
け
り
。
か
く
の
ご
と
く
し
つ
つ
、
か
ゆ
が
る
日
数
は
お
ほ
く
あ
り

け
れ
ば
、
此
作
業
う
ま
き
白
波
瀬
と
い
ふ
部
員
一
人
さ
だ
め
て
、
か
ゆ
が
る
ご

と
に
ふ
か
す
。
そ
れ
に
心
地
悪
し
く
し
て
、
こ
の
者
い
で
ざ
り
け
る
折
に
、
頭

か
ゆ
き
時
に
、
頭
ふ
く
人
な
か
り
け
れ
ば
、
「
い
か
に
せ
ん
」
な
む
ど
い
ふ
時

に
、
つ
か
ひ
け
る
西
村
と
い
ふ
生
徒
の
「
我
は
よ
く
ふ
き
た
て
参
ら
せ
て
ん
。

更
に
そ
の
部
員
に
は
よ
も
劣
ら
じ
。
」
と
い
ふ
を
、
部
員
聞
き
て
、
「
こ
の
者
か

く
申
。
」
と
い
へ
ば
、
古
参
の
部
員
に
て
、
み
め
も
い
み
じ
く
あ
や
し
け
れ
ど
、

し
か
た
な
き
ゅ
え
、
う
へ
に
召
し
あ
げ
て
あ
り
け
る
に
、
ハ
ン
ヵ
チ
を
取
り
て
、

う
る
は
し
く
ふ
き
け
れ
ば
、
此
法
師
、
「
い
み
じ
き
上
手
に
て
あ
り
け
り
。
例

の
部
員
に
ま
さ
り
た
り
」
と
て
喜
ぶ
程
に
、
こ
の
者
、
は
な
を
ひ
ん
と
て
、
そ
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ば
ざ
ま
に
向
ひ
て
、
は
な
を
ひ
る
程
に
、
手
ふ
る
ひ
て
、
ハ
ン
カ
チ
ゆ
ら
ぎ
て
、

小
島
ぶ
つ
り
と
抜
け
ぬ
。
教
師
大
き
に
腹
立
て
、
床
に
落
ち
た
る
小
島
を
ひ
ろ

ひ
つ
・
、
「
を
の
れ
は
ま
が
ま
が
し
か
り
け
る
心
も
ち
た
る
者
か
な
。
下
手
く

そ
の
床
屋
と
は
、
を
の
れ
が
や
う
な
る
者
を
い
ふ
ぞ
か
し
。
我
な
ら
む
や
ご
つ

こ
と
な
き
人
の
御
頭
に
も
参
れ
。
そ
れ
に
は
か
く
や
は
せ
ん
ず
る
。
う
た
て
な

り
け
る
。
こ
こ
ろ
な
し
の
痴
れ
者
か
な
。
を
の
れ
抜
け
抜
け
」
と
て
、
追
い
た

て
け
れ
ば
、
立
っ
ま
・
に
、
「
世
の
人
の
か
・
る
お
か
し
げ
な
る
頭
も
ち
た
る

が
お
は
し
ま
さ
ば
こ
そ
、
頭
ふ
き
に
参
ら
め
。
お
こ
の
事
の
給
へ
る
先
生
か

な
」
と
言
ひ
け
れ
ば
、
部
員
ど
も
は
物
の
後
に
逃
げ
の
き
て
ぞ
、
笑
ひ
け
る
。

心
曲
が
れ
る
は
、
冥
答
め
て
髪
を
失
う
。
こ
の
理
、
少
し
も
違
ふ
べ
か
ら
ず
。

返
す
返
す
も
、
心
は
清
く
、
素
直
な
る
べ
き
も
の
な
り
、
と
な
む
語
り
伝
へ
た

る
と
や
。

　
　
ほ
ん
だ

７
　
「
奔
田
が
強
き
妻
の
事
」

　
今
は
昔
、
奔
田
と
い
ふ
あ
り
け
り
。
い
み
じ
き
石
好
み
け
れ
ば
、
日
毎
ひ
ね

も
す
石
磨
き
け
り
。
妻
、
魚
売
り
て
、
世
を
渡
り
け
り
。
奔
田
、
石
磨
き
た
る

を
こ
と
に
し
て
、
世
渡
る
事
な
ど
知
り
も
せ
ず
。
か
く
の
ご
と
く
こ
そ
過
ぐ
れ

ば
、
妻
、
心
せ
く
ま
じ
け
れ
、
奔
田
い
ぬ
問
に
、
石
投
げ
捨
て
た
り
。
奔
田
、

大
き
に
腹
立
て
、
「
立
て
立
て
」
と
言
ひ
け
れ
ば
、
妻
、
「
え
こ
そ
罷
り
出
づ
ま

じ
け
れ
、
家
の
主
は
、
我
に
こ
そ
あ
れ
。
を
の
れ
こ
そ
去
ね
。
」
と
ぞ
言
ひ
け

る
。
家
の
辺
に
は
、
来
訪
ひ
し
人
々
の
集
ま
り
て
、
ひ
ま
な
し
。
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あ
る
老
人
「
昔
、
か
の
妻
、
答
め
ら
れ
け
り
。
今
、
役
人
笑
ひ
て
ぞ
見
け
る
。

時
、
移
り
け
り
。
我
も
年
老
い
ぬ
。
」
と
言
ひ
け
り
。

　
儒
教
に
て
は
、
悪
し
き
妻
な
り
。
し
か
れ
ど
も
、
今
の
人
、
悪
し
き
夫
と
ぞ

言
ふ
ら
む
。
か
く
の
ご
と
き
無
常
と
い
ふ
に
や
。

　
そ
の
後
、
奔
田
、
そ
の
家
を
ば
去
り
ぬ
、
と
な
む
語
り
伝
へ
た
る
と
や
。

８
　
「
ド
ラ
え
も
ん
」

　
今
は
昔
、
の
び
太
と
い
ふ
男
あ
り
け
り
。
こ
の
男
、
い
と
怠
け
者
な
り
け
れ

ば
、
こ
の
男
を
助
け
る
べ
く
、
未
来
よ
り
ド
ラ
え
も
ん
と
い
ふ
者
、
来
た
り
。

こ
の
者
腹
の
中
よ
り
、
様
々
な
道
具
、
出
だ
し
て
、
の
び
太
を
助
く
れ
ば
、

人
々
皆
、
驚
ろ
き
ぬ
。
さ
れ
ば
、
人
々
愛
で
合
へ
り
。
さ
れ
ど
、
ど
フ
え
も
ん

小
さ
き
頃
、
ね
ず
み
に
噛
ま
れ
け
れ
ば
、
ね
ず
み
を
苦
手
と
し
た
り
。
い
か
に

す
ぐ
れ
し
者
に
も
、
必
ず
、
弱
き
と
こ
ろ
あ
る
も
の
な
り
、
と
な
む
語
り
伝
へ

た
る
と
や
。

９
　
「
脚
速
き
高
校
生
の
語
」

　
今
は
昔
、
あ
る
高
等
学
校
に
、
い
み
じ
き
脚
速
き
高
校
生
あ
り
け
り
。
そ
の

者
、
頭
悪
く
、
の
ち
の
事
考
え
る
こ
と
せ
ず
。
こ
の
者
脚
速
き
こ
と
、
白
負
し
、

騎
り
高
ぶ
り
て
生
活
し
に
け
り
。
さ
る
日
、
こ
の
者
所
属
せ
し
陸
上
部
に
行
き

て
、
周
り
の
、
己
れ
よ
り
遅
き
を
見
て
、
練
習
を
な
む
止
め
に
け
る
。
そ
の
の

ち
、
日
毎
、
陸
上
部
に
来
る
の
み
に
て
、
己
れ
よ
り
遅
き
者
を
見
て
、
「
な
ん

と
遅
き
こ
と
ぞ
。
さ
あ
れ
ば
、
陸
上
部
の
恥
ぞ
。
」
と
ぞ
冷
や
か
し
け
る
。
か
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く
し
て
過
ぐ
す
日
数
重
な
り
け
る
日
、
部
員
「
さ
あ
ら
ば
、
我
と
と
も
に
走
ら

れ
ん
。
」
と
て
挑
み
け
り
。
先
の
ご
と
く
練
習
せ
ざ
れ
ば
、
百
メ
ー
ト
ル
、
始

め
よ
り
負
け
ぬ
。
最
後
に
は
、
差
を
い
た
く
あ
け
ら
れ
、
敗
け
に
け
り
。
そ
の

後
、
懸
命
に
練
習
す
る
も
、
前
の
ご
と
く
に
は
な
ら
ず
。
す
べ
て
の
試
合
に
負

ナ
こ
ナ
り
ｏ

　
旧
記
の
ご
と
く
、
「
騎
れ
る
者
久
し
か
ら
ず
」
な
り
。
騎
り
高
ぶ
る
は
滅
び

に
通
ず
、
と
な
む
語
り
伝
へ
た
る
と
や
。

１
０
　
「
粥
」

　
昔
、
成
田
の
山
に
狐
の
夫
婦
あ
り
け
り
。
夫
、
終
日
寝
所
に
居
て
、
働
か
ず
。

妻
、
働
ら
き
け
れ
ど
も
、
不
得
手
に
て
、
夫
婦
粥
ば
か
り
ぞ
食
ひ
け
る
。
妻
、

「
働
き
給
へ
」
と
一
言
ひ
け
れ
ば
、
夫
、
「
解
り
し
」
と
て
、
家
を
出
で
に
け
り
。

妻
一
刻
後
に
家
を
出
づ
。
夫
、
道
に
て
寝
ぬ
る
に
、
盗
人
物
を
盗
る
を
見
て
、

「
し
た
り
。
我
も
盗
人
に
な
ら
む
」
と
て
、
盗
人
に
化
け
て
人
の
家
に
入
り
、

物
を
ぞ
盗
り
た
り
け
る
。
別
の
所
に
て
、
妻
、
年
貢
を
取
り
た
る
代
官
を
見
て
、

代
官
に
化
け
た
り
。
代
官
商
い
の
人
の
家
に
入
り
て
、
年
貢
を
取
り
て
逃
げ
け

り
。
夫
妻
、
共
に
物
を
得
た
り
。

　
盗
人
の
夫
、
羅
生
門
の
前
に
て
、
代
官
の
妻
に
会
ひ
に
け
り
。
互
い
に
夫
、

妻
と
わ
か
ら
じ
。
夫
、
代
官
を
見
て
物
を
置
き
て
ぞ
逃
げ
け
る
。
同
じ
く
妻
、

盗
人
を
見
て
、
「
命
だ
に
助
け
さ
せ
給
へ
。
」
と
、
物
を
置
き
て
ぞ
逃
げ
け
る
。

夫
妻
共
に
物
を
失
ふ
。
か
く
て
、
今
日
も
こ
の
夫
妻
「
粥
」
を
食
ふ
。



　
後
に
夫
妻
、
生
ま
れ
変
わ
り
て
、
人
に
な
り
、
め
ぐ
り
会
ひ
て
加
藤
と
い
ふ

夫
婦
に
な
り
に
け
り
。

　
生
徒
の
作
品
に
対
し
て
、
若
干
意
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
１
は
、
天
竺
・
大
唐
な
ら
ぬ
、
遭
難
し
た
者
が
ア
リ
ュ
ｉ
シ
ャ
ン
か
ら
ペ
テ

ル
ブ
ル
グ
「
ロ
シ
ア
」
ま
で
ゆ
く
と
い
う
壮
大
な
話
で
あ
り
、
井
上
靖
の
『
オ

ロ
シ
ャ
国
酔
謂
』
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
ら
し
い
。
２
は
、
『
竹
取
物
語
』
の

ア
レ
ン
ジ
で
あ
る
。
３
は
、
ひ
そ
か
に
競
馬
を
楽
し
ん
で
い
る
様
子
が
う
か
が

わ
れ
る
。
「
予
後
不
良
」
な
る
専
門
用
語
が
飛
び
出
し
て
い
る
。
４
は
、
政
治

へ
の
「
批
評
意
識
」
が
見
ら
れ
、
す
る
ど
い
。
「
ま
す
こ
み
」
と
平
仮
名
の
表

記
に
セ
ン
ス
を
感
じ
る
。
５
・
８
は
、
な
ん
と
な
く
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
ユ
ー
モ

ア
を
感
じ
さ
せ
る
。
６
・
７
は
、
「
教
師
物
」
、
生
徒
は
読
ま
れ
て
困
る
教
師
に

つ
い
て
は
記
さ
な
い
。
生
徒
の
感
性
は
鋭
く
、
い
わ
ゆ
る
キ
ャ
パ
セ
テ
ィ
ー
の

広
い
教
師
し
か
話
題
に
し
な
い
。
６
は
、
「
鼻
長
き
僧
の
こ
と
」
を
、
目
の
前

の
教
師
の
こ
と
と
し
て
、
皮
肉
に
書
い
た
よ
う
で
あ
る
。
細
部
も
リ
ア
ル
で
あ

り
、
か
な
り
な
出
来
栄
え
で
あ
る
。
７
の
「
奔
田
が
妻
の
事
」
も
地
学
の
教
師

へ
の
あ
て
こ
す
り
で
あ
る
。
教
室
で
朗
読
す
る
と
、
生
徒
は
、
机
を
た
た
き
、

椅
子
か
ら
転
げ
落
ち
て
大
声
で
笑
い
こ
ろ
げ
た
。
「
笑
い
の
教
育
」
、
っ
ま
り
生

徒
の
心
を
和
ら
げ
、
教
室
を
開
放
す
る
こ
と
を
意
識
し
た
取
り
組
み
で
あ
っ
た
。

９
は
、
自
己
へ
の
内
省
を
虚
構
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
１
０
は
、
民
話
風
な
味
を

出
し
て
お
り
、
傑
作
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
時
折
、
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や
　
ゆ

「
加
藤
」
が
出
て
く
る
の
は
、
授
業
者
に
対
す
る
生
徒
の
椰
楡
と
親
し
み
の
意

識
が
は
た
ら
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
全
体
と
し
て
は
生
徒
は
楽
し
く
し
か
も
意
欲

的
に
取
り
組
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。

　
「
古
典
教
育
の
発
展
」
と
し
て
位
置
付
け
て
取
り
組
ん
だ
、
『
伊
勢
物
語
』
を

読
ん
で
、
生
徒
に
「
歌
物
語
」
を
創
作
し
て
も
ら
っ
た
実
践
に
つ
い
て
も
報
告

し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
紙
数
が
つ
き
て
し
ま
っ
た
。
後
日
、
報
告
で
き
れ

ば
と
田
小
う
。

　
注

　
¢
　
「
古
典
の
広
場
」
は
、
生
徒
と
教
師
の
紙
面
で
の
対
話
を
目
的
と
し
て
発
行
し
た

　
　
も
の
で
あ
る
。
基
本
的
な
学
習
事
項
を
具
体
的
に
提
示
し
た
。
ま
た
学
習
の
目
標
、

　
　
作
品
を
読
む
際
の
ポ
イ
ン
ト
、
補
助
教
材
、
生
徒
の
声
、
生
徒
の
作
品
を
掲
載
し
た

　
　
も
の
で
あ
り
、
「
教
科
通
信
」
で
あ
る
。
年
間
五
十
号
を
発
行
を
し
た
。

　
　
高
校
入
学
後
、
初
め
て
接
す
る
古
典
の
作
品
な
の
で
、
て
い
ね
い
に
読
む
こ
と
を

　
　
第
一
義
に
し
て
、
一
読
総
合
法
一
児
童
言
語
研
究
会
の
読
み
の
方
法
）
的
な
授
業
を

　
　
展
開
し
た
。

　
　
　
こ
の
場
面
で
は
「
火
」
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
炎
の
色
、
逃
げ
惑
う
群
衆
の
姿
、
家
の

　
　
中
に
と
り
残
さ
れ
た
家
族
の
姿
や
悲
鳴
ま
で
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
豊
か
な
形
象
読
み
を

　
　
指
導
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
五
感
を
総
動
員
し
た
読
み
が
必
要
で
あ
っ
た
。
中
途
半

　
　
端
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
＠
　
尊
敬
表
現
の
指
導
は
、
高
二
時
ぐ
ら
い
に
す
る
の
が
適
当
と
考
え
る
の
で
、
こ
の

　
　
段
階
で
は
深
入
り
し
な
い
。

　
　
　
「
形
容
詞
・
形
容
動
詞
」
は
、
時
代
に
よ
っ
て
意
味
の
変
遷
が
あ
り
、
現
代
で
は

　
　
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
も
多
い
。
常
に
そ
の
点
を
強
調
し
て
お
く
必

　
　
要
が
あ
る
。
「
あ
さ
ま
し
」
の
意
味
内
容
を
正
確
に
理
解
す
る
の
は
高
一
の
生
徒
に
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古
典
入
門
期
の
授
業
の
試
み

　
困
難
で
あ
る
。
古
語
辞
典
の
力
を
借
り
る
こ
と
も
合
わ
せ
て
強
調
す
る
。

＠
　
「
創
造
的
な
古
典
文
学
教
育
」
を
め
ざ
し
て
、
こ
の
数
年
来
、
拙
い
実
践
を
積
み

　
重
ね
て
き
た
。
こ
の
問
の
実
践
を
拙
著
『
授
業
記
録
古
典
文
学
を
読
む
』
、
『
授
業
記

　
録
、
軍
記
物
語
の
系
譜
』
に
ま
と
め
た
。

一
〇
八
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