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︱
謎
解
き
を
し
な
が
ら

︱

加

藤

昌

孝

は
じ
め
に

二
〇
一
〇
年
︵
平
成
22
年
︶
の
学
習
指
導
要
領
改
訂
に
よ
っ
て
︑
新
た
に

﹇
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
﹈
が
設
定
さ
れ
︑
二
〇

一
二
年
︵
平
成
24
年
︶
か
ら
小
学
校
一
・
二
年
生
の
﹁
神
話
﹂
を
初
め
と
し
て

小
学
校
教
科
書
に
様
々
な
古
典
・
漢
文
教
材
が
掲
載
さ
れ
︑
中
学
・
高
校
に
お

い
て
も
こ
の
事
項
は
同
様
に
設
定
さ
れ
強
調
さ
れ
て
い
る①
︒
そ
う
し
た
国
語
科

を
め
ぐ
る
動
向
を
視
野
に
入
れ
て
実
践
し
た
報
告
を
﹁
同
志
社
香
里
﹃
教
育
研

究
誌
﹄
第
36
号
﹂
で
報
告
し
た
︒
以
下
の
文
章
は
そ
の
実
践
報
告
を
紙
数
の
都

合
で
簡
約
し
一
部
字
句
の
訂
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
︒

二
〇
一
〇
年
度
初
め
︵
一
学
期
中
間
考
査
ま
で
の
高
校
二
年
生
︶
に
﹁
公
憤

慨
世
の
唐
詩
﹂
と
題
す
る
自
主
編
成
教
材
を
作
成
し
︑
杜
甫
の
﹁
石
壕
吏
﹂・

﹁
兵
車
行
﹂︑
白
居
易
の
﹁
重
賦
﹂・﹁
新
豊
折
臂
翁
﹂
を
配
し
た
︒
杜
甫
の
詩
は

教
科
書
︵
東
京
書
籍
﹁
精
選
古
典
﹂︶
掲
載
の
教
材
︑
白
居
易
の
詩
は
﹃
中
国

詩
人
選
集
12
﹁
白
居
易
上
﹂
13
白
居
易
下
﹂・
岩
波
書
店
﹄
を
用
い
た
︒

こ
れ
ら
の
詩
は
い
ず
れ
も
為
政
者
の
暴
挙
や
無
謀
な
征
戦
︵
侵
略
戦
争
︶
を

批
判
し
︑
重
税
に
喘
ぐ
民
の
現
実
を
見
据
え
た
﹁
社
会
詩②
︵
白
居
易
は
自
己
の

詩
を
︿
諷
喩
詩
﹀
と
名
づ
け
︑
他
の
︿
感
傷
詩
﹀︿
閑
適
詩
﹀︿
雑
律
詩
﹀
以
上

に
こ
の
諷
喩
詩
を
誇
り
と
し
た
︶﹂
で
あ
る
︒

内
容
的
に
平
明
な
詩
で
は
あ
る
が
︑
長
詩
︵
古
体
詩
︶
で
あ
り
高
校
二
年
生

に
適
す
る
か
と
不
安
を
抱
き
な
が
ら
も
︑
時
空
を
超
え
て
呼
び
か
け
る
杜
甫
と

白
居
易
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
︑
生
徒
に
届
け
た
い
と
願
い
教
室
の
教
材
と
し
た
︒

一

｢石
壕
吏
﹂
の
時
代
背
景

天
宝
十
四
歳
︵
七
五
五
︶
安
禄
山
の
乱
が
勃
発
し
︑
翌
年
︵
七
五
六
︶
反
乱

軍
が
長
安
に
迫
る
︒
そ
の
報
が
届
く
と
玄
宗
は
楊
貴
妃
と
側
近
の
兵
と
と
も
に
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西
方
に
脱
出
す
る
︒
こ
の
戦
乱
は
八
代
皇
帝
代だ
い

宗そ
う

の
宝
応
二
年
︵
七
六
三
︶
に

沈
静
化
す
る
が
︑﹁
石
壕
吏
﹂
は
こ
の
戦
乱
の
時
代
を
背
景
と
し
た
詩
で
あ
る
︒

至
徳
二
年
︵
七
五
七
︶︑
長
安
を
脱
出
し
た
杜
甫
は
鳳ほ
う

翔
し
よ
う

に
赴
き
︑
粛
し
ゆ
く

宗そ
う

の
下
に
馳
せ
参
じ
左さ

拾
し
ゆ
う

遺い

の
官
を
与
え
ら
れ
た
︒
杜
甫
は
左
拾
遺
の
任
務
を

全
う
す
る
た
め
に
粛
宗
に
諫
言
し
た
が
︑
皇
帝
の
逆
鱗
に
触
れ
る
と
こ
ろ
と
な

り
︑
乾
元
元
年
︵
七
五
八
︶︑
華
州
の
小
役
人
に
左
遷
さ
れ
る
︒
こ
の
間
に
目

撃
し
た
戦
乱
と
圧
政
下
に
塗
炭
の
苦
し
み
を
強
い
ら
れ
た
民
の
実
相
を
描
い
た

の
が
﹁
三
吏
三
別
の
詩
﹂
と
呼
ば
れ
る
連
作
の
詩
で
あ
る
︒﹁
石
壕
吏
﹂
は
そ

の
連
作
の
一
つ
で
あ
る
︒

東
都
洛
陽
方
面
へ
の
公
務
の
旅
を
し
︑
乾
元
二
年
︵
七
五
八
︶
春
︑
洛
陽
か

ら
華
州
へ
の
帰
途
︑
杜
甫
は
石
壕
村
に
宿
泊
す
る
︒
そ
の
宿
で
目
撃
し
た
事
件
︑

徴
兵
の
実
相
を
﹁
石
壕
吏
﹂
で
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
す
る
︒

こ
の
詩
を
理
解
す
る
に
は
上
記
の
時
代
背
景
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
︒
貧

し
い
な
が
ら
も
平
和
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
宿
屋
一
家
を
襲
っ
た
徴

兵
︑
悲
惨
な
戦
乱
の
実
相
を
︿
読
む
﹀
た
め
に
は
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
︒
玄

宗
皇
帝
治
世
の
末
期
か
ら
続
く
戦
乱
に
よ
っ
て
夥
し
い
民
が
犠
牲
と
な
っ
た
︒

杜
甫
が
泊
ま
っ
た
宿
で
目
撃
し
た
事
件
は
そ
の
悲
劇
の
一
こ
ま
で
あ
り
︑
同
様

の
事
件
が
数
多
く
起
き
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︵﹁
三
吏
三
別

の
詩
﹂
参
照
︶︒
そ
う
し
た
悲
劇
的
な
事
件
を
す
く
い
上
げ
︑
杜
甫
は
﹁
石
壕

吏
﹂
を
作
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
詩
が
有
す
る
時
代
的
な
象
徴
性
を
読
み
取
る

に
は
一
定
の
﹁
予
備
知
識
︵
時
代
背
景
の
知
識
︶﹂
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
︒


時
間
目

時
代
背
景
の
概
説
と
﹁
場
面
分
け
︵
詩
の
構
成
︶﹂

(一
)教
材
プ
リ
ン
ト③
と
と
も
に
時
代
背
景
の
概
説
︵
次
の
﹁
時
代
背
景
プ
リ
ン

ト
﹂
を
配
布
説
明
し
た
︵
傍
線
部
は
筆
者
が
施
し
た
︒
以
下
も
同
じ
︶︒

①

乾
元
元
年
︵
七
五
八
︶
九
月
︑
鄴

ぎ
よ
う

城
じ
よ
う

に
安 あ

ん

慶 け
い

緒 し
よ

の
軍
が
立
て
籠
も
る
︒

②

唐
軍
が
鄴
城
を
包
囲
す
る
︒
詩
の
中
に
登
場
す
る
老
夫
婦
の
三
人
の
息

子
は
徴
兵
さ
れ
︑
鄴
城
の
攻
撃
の
一
員
と
し
て
出
兵
す
る
︒

③

乾
元
二
年
︵
七
五
九
︶
三
月
︑
史
思
明
軍
が
安
慶
緒
軍
を
救
援
︒
二
〇

万
の
唐
軍
を
破
り
︑
史
思
明
は
安
慶
緒
を
殺
し
安
慶
緒
の
勢
力
を
吸
収

し
併
合
す
る
︒

④

大
敗
し
た
唐
軍
は
︑
黄
河
沿
岸
の
要
地
﹁
河
陽
﹂
に
城
を
築
き
防
衛
す

る
︒

(二
)時
代
背
景
の
概
説
後
に
︑
次
の
①
～
④
を
板
書
し
︑

①

語
り
手
が
宿
で
目
撃
し
た
こ
と
︵
事
件
の
始
ま
り
︶︒

②

目
撃
し
た
こ
と
に
対
す
る
語
り
手
の
感
想
︒

③

老
婆
︵
＝
作
者
創
造
の
語
り
手
︶
の
語
り
︒

④

宿
で
起
き
た
事
件
の
顛
末
︒
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生
徒
に
場
面
分
け
︵
詩
の
構
成
︶
に
つ
い
て
考
察
さ
せ
た
︒
授
業
に
お
け
る

問
答
・
対
話
︵﹁
授
業
記
録
﹂︶
は
省
略
︒

二

授
業
記
録

︱
謎
を
追
い
︑
形
象
を
豊
か
に
結
び
な
が
ら

︿
読
み
﹀
の
方
法
は
様
々
に
あ
る
が
︑
こ
の
詩
を
推
理
小
説
的
に
﹁
謎
を
追

い
﹂
一
つ
ひ
と
つ
の
語
句
を
丁
寧
に
読
み
︑
教
室
の
対
話
・
問
答
を
中
心
に
据

え
︑
そ
し
て
﹁
イ
メ
ー
ジ
読
み
︵
形
象
読
み
︶﹂
を
目
ざ
し
た
︒
時
空
を
超
え

て
呼
び
か
け
る
作
者
の
思
想
性
︵
文
学
の
永
遠
性
︶
を
生
徒
が
認
識
し
て
く
れ

る
こ
と
を
願
っ
た
︒
紙
数
の
都
合
で
授
業
記
録
の
一
部
︵
�
時
間
目
の
授
業
記

録
は
省
略
︶
を
記
す
︒

｢石
壕
吏
﹂
の
謎
の
設
定
︵
以
下
の
項
目
の
プ
リ
ン
ト
を
�
時
間
目
の
授
業

開
始
時
に
配
布
し
た
︶︒



｢吏
﹂
は
な
ぜ
﹁
夜
﹂
に
﹁
人
を
捉
﹂
え
に
き
た
の
か
︒
そ
れ
は
何
の

た
め
か
︒﹁
人
を
捉
ふ
﹂
か
ら
受
け
る
イ
メ
ー
ジ
は
？

�

老ろ
う

翁お
う

が
﹁
牆か
き

﹂
を
﹁
踰こ

え
て
走に

﹂④

げ
た
の
は
な
ぜ
か
？

�

老
婦
が
﹁
看み

﹂
る
と
い
う
の
は
︑
誰
に
対
し
て
︑
ど
う
す
る
こ
と
な
の

か
？

�

吏
は
ど
う
し
て
﹁
怒
﹂
る
の
か
？

�

老
婦
は
な
ぜ
﹁
啼
く
﹂
の
か
？

｢苦
し
﹂
い
の
は
な
ぜ
か
？

 

｢室
中
に
更
に
人
無
く
﹂
は
︑
本
当
に
誰
も
い
な
い
の
か
？

!

｢母
の
未
だ
去
ら
ざ
る
﹂
は
ど
う
し
て
か
？

"

｢力
衰
ふ
﹂
老ろ

う

嫗う

が
︑﹁
吏
に
従
ひ
て
夜
に
帰
お
も
む

か
ん
﹂
と
申
し
出
た
の

は
な
ぜ
か
？

%

老
嫗
が
﹁
急
に
河か

陽よ
う

の
役え
き

に
﹂
行
こ
う
と
申
し
出
た
の
は
ど
う
し
て

か
？

10

｢泣
い
て
幽ゆ
う

咽え
つ

す
る
﹂
の
は
誰
か
？

11

｢走
﹂
げ
た
老
翁
が
︑
な
ぜ
﹁
別
れ
﹂
の
挨
拶
が
で
き
る
の
？

老
翁

は
ど
こ
に
い
た
の
？

右
の
プ
リ
ン
ト
の
謎
解
き
を
中
心
に
授
業
を
進
め
る
こ
と
︑
�
句
ご
と
に
読

む
こ
と
︑
内
容
に
よ
っ
て
は
�
句
・
 
句
に
区
切
っ
て
読
む
こ
と
と
し
︑
同
時

に
こ
の
プ
リ
ン
ト
を
毎
時
間
持
参
す
る
こ
と
を
指
示
し
た
︒
範
読
あ
る
い
は
生

徒
の
音
読
後
に
難
解
語
の
質
問
に
答
え
た
あ
と
︑
謎
解
き
の
︿
読
み
﹀
を
展
開

し
た
︵
以
下
の
授
業
記
録
の
Ｔ
は
加
藤
︑
他
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
生
徒
の
姓

の
頭
文
字
︶︒

�
時
間
目
の
授
業
記
録

︱
﹁
吏
﹂
の
出
現
と
﹁
老
翁
﹂
の
逃
亡
の
謎

︱

Ｔ

前
の
授
業
で
こ
の
詩
の
時
代
背
景
と
構
成
に
つ
い
て
確
認
し
ま
し
た
の
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で
︑
き
ょ
う
は
先
ほ
ど
配
布
し
た
プ
リ
ン
ト
を
中
心
に
︑﹁
謎
解
き
﹂

を
し
な
が
ら
読
ん
で
い
き
ま
す
︒
第

句
か
ら
第
�
句
ま
で
︑
作
者
が

宿
で
目
撃
し
た
部
分
︑
事
件
の
始
ま
り
が
書
か
れ
て
い
る
部
分
︑
Ｏ
ｏ

く
ん
︑
読
ん
で
く
だ
さ
い
︒
他
の
人
は
難
し
い
語
句
を
チ
ェ
ッ
ク
し
質

問
し
て
く
だ
さ
い
︒
質
問
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
内
容
が
よ
く
わ
か
る

⁝
⁝
︒
Ｏ
ｏ
く
ん
︑
読
ん
で
く
だ
さ
い
︒︵
Ｏ
ｏ

読
む
︶︒
分
か
ら
な

い
語
句
︑
Ｏ
ｔ
さ
ん
︑
全
部
出
し
て
く
だ
さ
い
︒

Ｏ
ｔ

｢投
ず
る
﹂︑﹁
吏
﹂︑﹁
牆
﹂︑﹁
踰
え
て
﹂︑﹁
看
る
﹂
⁝
⁝
︒

︱
生
徒
提
起
の
難
解
語
の
説
明
後
に
読
み
へ
︱

Ｔ

た
く
さ
ん
︑
出
し
て
く
れ
ま
し
た
︒﹁
求
め
よ
︑
さ
ら
ば
与
え
ら
れ
ん
﹂

⁝
⁝
︒
こ
れ
か
ら
も
遠
慮
し
な
い
で
︑
こ
の
調
子
で
︒
質
問
は
み
ん
な

の
た
め
に
な
る
︒
み
ん
な
へ
の
友
情
の
た
め
に
遠
慮
せ
ず
に
⁝
⁝
︒
い

い
な
︑
質
問
出
す
の
︑
友
情
の
た
め
に
や
で
⁝
⁝
︒
ほ
か
に
は
︑
質
問

な
い
で
す
か
︑
み
ん
な
へ
の
友
情
︑
あ
る
人
は
⁝
⁝
︒
Ｏ
ｋ
く
ん
︑
ど

う
？

何
か
あ
る
？

Ｏ
ｋ

｢老
翁
﹂
は
お
じ
い
さ
ん
︑
で
い
い
で
す
か
︒

Ｔ

そ
う
︒
そ
れ
で
は
︑
次
に
こ
の
部
分
に
﹁
登
場
す
る
人
物
﹂︵
板
書
︶︑

押
さ
え
て
お
こ
う
か
︒
Ｋ
ｋ
さ
ん
︑
言
っ
て
く
だ
さ
い
︒

Ｋ
ｋ

｢吏
﹂
と
﹁
老
翁
﹂︑
そ
れ
に
﹁
老
婦
﹂︒

Ｔ

そ
れ
で
い
い
で
す
︒
も
う
一
人
︑﹁
投
ず
る
﹂
の
主
語
は
？

も
う
一

人
︑
大
事
な
人
い
ま
せ
ん
か
︒
宿
に
泊
ま
っ
た
人
︑
事
件
を
目
撃
し
た

人
は
？

Ｋ
ｗ
く
ん
︒﹁
走
﹂
は
﹁
逃
﹂︵
板
書
︶
と
同
じ
︒

Ｋ
ｗ

｢旅
の
途
中
﹂
の
杜
甫
︒
作
者
︒

Ｔ

そ
う
で
す
︒
隠
れ
て
い
て
わ
か
り
に
く
い
が
︑
旅
人
の
杜
甫
︒
こ
の
詩

の
﹁
語
り
手
﹂︵
板
書
︶︒
そ
れ
で
は
次
に
︑
登
場
人
物
た
ち
の
﹁
述

語
﹂
を
全
部
挙
げ
て
く
だ
さ
い
︒
Ｋ
ｉ
く
ん
︑
ど
う
ぞ
︒

Ｋ
ｉ

作
者
は
﹁
投
ず
る
﹂︑﹁
吏
﹂
は
﹁
有
り
﹂︑
老
翁
は
﹁
走に

げ
﹂︑
老
婦
は

﹁
出
で
て
﹂
と
﹁
看
る
﹂︒

Ｔ

老
翁
の
述
語
︑
も
う
一
つ
な
い
か
な
︒﹁
走
げ
﹂
の
前
に
？

Ｋ
ｍ

｢走
げ
﹂
の
前
の
﹁
踰こ

え
﹂︒

Ｔ

正
解
︒﹁
踰
え
﹂
も
老
翁
の
述
語
︒
い
い
か
な
︒
じ
ゃ
あ
︑
前
の
時
間

に
配
布
し
た
プ
リ
ン
ト
見
て
く
だ
さ
い
︒﹁
謎
﹂
の
�
ま
で
を
今
か
ら
︑

み
ん
な
に
解
い
て
も
ら
い
ま
す
︒
い
い
で
す
か
︒
⁝
⁝
︒
そ
の
前
に
漢

字
の
﹁
捉
﹂︵
板
書
︶
の
上
に
一
字
加
え
て
︑
熟
語
を
つ
く
っ
て
く
れ

る
か
︒
ヒ
ン
ト
︑
野
球
の
キ
ャ
ッ
チ
ャ
ー
︑
日
本
語
で
何
て
い
う
の
︒

野
球
部
の
Ａ
Ｏ
く
ん
︒

Ａ
ｏ

捕
手
︒

Ｔ

そ
う
︑
そ
の
﹁
捕
﹂
を
上
に
つ
け
て
﹁
捕
捉
﹂︵
板
書
︶︑
こ
れ
︑﹁
つ

か
ま
え
る
こ
と
﹂︵
板
書
︶︒
そ
れ
で
は
︑
い
よ
い
よ
﹁
謎
解
き
﹂︑

﹁
謎
﹂
の

﹁
吏
﹂
は
︑
な
ぜ
﹁
夜
﹂
に
﹁
人
﹂
を
﹁
つ
か
ま
え
﹂
に
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来
た
の
か
な
︒﹁
夜
﹂
に
来
た
の
は
︑
な
ぜ
？

Ｋ
ｒ

｢夜
﹂
な
ら
暗
く
て
逃
げ
ら
れ
な
い
︑
捉
ま
え
や
す
い
⁝
⁝
︒

Ｔ

ほ
か
に
は
ど
う
で
す
か
？

Ｓ
ａ
さ
ん
は
？

｢吏
﹂
は
な
ぜ
﹁
夜
﹂

に
来
た
の
か
な
？

Ｓ
ａ

｢夜
﹂
な
ら
﹁
人
﹂
が
い
る
⁝
⁝
︒
家
で
ゆ
っ
く
り
し
て
い
る
⁝
⁝

Ｔ

ど
う
し
て
︑
夜
な
ら
人
が
い
る
の
⁝
⁝
︒
Ｓ
ｏ
さ
ん
︒

Ｓ
ｏ

夜
︑
人
は
家
に
帰
っ
て
い
る
か
ら
︑
家
に
い
る
と
思
う
︒

Ｔ

仕
事
で
帰
れ
な
い
人
も
い
る
け
ど
︑
た
い
て
い
の
人
は
夜
︑
家
に
帰
る

わ
な
︒
君
ら
は
夜
遊
び
し
て
る
け
ど
︵
笑
い
︶︒
今
︑
笑
っ
た
人
は
︑

確
実
に
夜
遊
び
し
て
い
る
人
︵
笑
い
︶︒
早
く
家
に
帰
れ
よ
⁝
⁝
︵
笑

い
︶︒
次
︑
Ｓ
ｎ
く
ん
︑
ど
う
？

Ｓ
ｎ

夜
な
ら
確
実
に
人
が
家
に
い
る
か
ら
︑
捉
ま
え
や
す
い
︒

Ｔ

Ｋ
ｒ
く
ん
︑﹁
夜
﹂
に
は
捉
ま
え
る
相
手
が
確
実
に
い
る
の
で
︑
人
を

捉
ま
え
る
こ
と
が
で
き
る
︑
こ
れ
で
い
い
で
す
か
？

｢人
﹂
は
︑
誰

で
す
か
︒﹁
吏
﹂
が
捉
ま
え
よ
う
と
す
る
人
？

Ｋ
ｕ
く
ん
︑
誰
？

Ｋ
ｕ

宿
の
人
︒
老
翁
︒

Ｔ

そ
う
︑
老
翁
は
ど
う
し
た
？

Ｔ
ａ
く
ん
⁝
⁝
︒

Ｔ
ａ

牆か
き

を
踰こ

え
て
逃
げ
た
︒

Ｔ

Ｓ
ｉ
さ
ん
︑
ど
う
し
て
逃
げ
た
の
︑
謎
の
�
︑
逃
げ
た
理
由
は
？

Ｓ
ｉ

お
じ
い
さ
ん
︑
な
ん
か
︑
悪
い
こ
と
し
て
た
か
ら
︑
役
人
を
見
て
逃
げ

た
⁝
⁝
︒
泥
棒
か
︑
な
ん
か
⁝
⁝
︒
そ
れ
で
︑
役
人
が
捉
ま
え
に
き
た
︒

お
じ
い
さ
ん
︑
何
か
悪
い
こ
と
し
た
ん
で
︑
役
人
が
来
る
の
を
見
て
牆か

き

を
踰こ

え
て
逃
げ
た
⁝
⁝
︒

Ｔ

何
か
悪
い
こ
と
し
た
の
で
︑
役
人
が
捉
ま
え
に
き
た
⁝
⁝
︒
お
じ
い
さ

ん
︑
ほ
ん
と
に
︑
悪
い
こ
と
し
た
の
か
︑
も
う
少
し
︑
先
を
読
ん
で
か

ら
考
え
よ
う
か
︒
新
し
い
﹁
謎
﹂
を
Ｓ
ｉ
さ
ん
が
出
し
て
く
れ
た⑤
︒

﹁
お
じ
い
さ
ん
は
︑
悪
い
こ
と
を
し
た
の
か
﹂︵
板
書
︶︒﹁
謎
﹂
の
�
に

加
え
て
く
だ
さ
い
︒﹁
謎
﹂

に
戻
り
ま
す
が
︑﹁
人
を
捉
ふ
﹂
を
︑
時

代
背
景
の
プ
リ
ン
ト
④
を
参
考
に
し
て
考
え
て
く
だ
さ
い
︒
Ｓ
ｕ
く
ん
︑

そ
の
部
分
を
読
ん
で
く
だ
さ
い
︵
Ｓ
ｕ

読
む
︶︒
お
じ
い
さ
ん
を
捉

ま
え
に
来
た
の
は
何
の
た
め
か
︑
Ｓ
ｕ
く
ん
︑
何
か
わ
か
っ
た
？

Ｓ
ｕ

兵
隊
に
す
る
人
︑
捉
ま
え
に
き
た
⁝
﹁
河
陽
﹂
で
戦
う
た
め
に
⁝
⁝
︒

Ｔ

こ
の
点
︑
確
認
し
て
く
だ
さ
い
︒﹁
河
陽
﹂
で
﹁
史
思
明
軍
の
攻
撃
を

防
衛
﹂︵
板
書
︶︑
そ
の
た
め
に
兵
隊
が
必
要
⁝
⁝
︒
こ
の
こ
と
︑
ど
う

思
い
ま
す
か
？

誰
で
も
︑
自
由
に
⁝
⁝
︒

Ａ
ｓ

お
じ
い
さ
ん
も
捉
ま
え
て
︑
兵
隊
に
す
る
ん
で
す
か
？

Ｎ
ｏ

兵
隊
に
す
る
人
を
捉
ま
え
に
き
た
⁝
⁝
︒
な
ん
か
︑
ひ
ど
い
︑
い
き
な

り
⁝
⁝
︒

Ｍ
ａ

お
じ
い
さ
ん
︑
役
人
が
来
る
の
︑
見
て
︑
そ
れ
で
逃
げ
た
⁝
⁝
︒

Ｈ
ａ

｢夜
﹂︑
お
じ
い
さ
ん
が
家
に
い
る
か
ら
︑
確
実
に
捉
ま
え
ら
れ
る
と
計
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算
し
て
︑
そ
れ
で
夜
に
き
た
⁝
⁝
︒

Ｔ

ま
だ
あ
る
？

Ｋ
ｗ

作
者
が
泊
ま
っ
た
こ
の
宿
に
は
︑
お
じ
い
さ
ん
し
か
い
な
い
︑
男
は
︒

そ
れ
で
お
じ
い
さ
ん
を
捉
ま
え
に
⁝
⁝
︒

Ｔ

鋭
い
⁝
⁝
︒
そ
の
点
は
︑
あ
と
を
読
む
と
き
に
考
え
る
こ
と
に
し
ま
す
︒

﹁
宿
に
は
︑
男
は
ほ
か
に
い
な
い
の
か
？
﹂︵
板
書
︶
悪
い
こ
と
し
た
お

じ
い
さ
ん
を
捉
ま
え
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
︑
兵
隊
に
す
る
た
め
に
役
人
が

捉
ま
え
に
き
た
⁝
⁝
︒
Ｓ
ｉ
さ
ん
︑
こ
れ
で
︑
い
い
か
な
︒
悪
い
こ
と

し
な
く
て
も
︑
役
人
が
捉
ま
え
に
き
た
⁝
⁝
︒
Ｓ
ｉ
さ
ん
︑
い
い
で
す

か
︒

Ｓ
ｉ

お
じ
い
さ
ん
︑
戦
争
に
連
れ
て
行
か
れ
る
の
︑
嫌
で
逃
げ
た
ん
で
す
か
︒

何
も
悪
い
こ
と
し
て
な
い
の
に
⁝
⁝
︒
戦
争
に
行
っ
た
ら
︑
死
ぬ
か
も

し
れ
な
い
し
⁝
⁝
︒
そ
れ
で
逃
げ
た
⁝
⁝
︒

Ｔ

じ
ゃ
あ
︑
次
の
謎
︑
老
婦
の
﹁
看
﹂
る
︑
相
手
は
？

Ｔ
ａ
く
ん
︒

Ｔ
ａ

役
人
︒
役
人
の
前
に
出
て
応
対
す
る
︒

Ｔ

｢謎
﹂
�
の
答
え
︑
正
解
︒
そ
の
様
子
を
︑
宿
に
泊
ま
っ
た
旅
人
︑
語

り
手
が
見
て
い
る
︒
�
句
と
 
句
︑
語
り
手
が
目
撃
し
た
こ
と
に
対
す

る
感
想
の
部
分
︒
Ｎ
ｍ
さ
ん
︑
読
ん
で
く
だ
さ
い
︒
わ
か
ら
な
い
語
句
︑

あ
と
で
出
し
て
く
だ
さ
い
︒
い
つ
も
言
っ
て
る
よ
う
に
﹁
求
め
よ
︑
さ

ら
ば
与
え
ら
れ
ん
﹂
や
ぞ
︒︵
笑
い
︶︒︵
Ｎ
ｍ

読
む
︶︒
Ｎ
ｉ
さ
ん
︑

わ
か
ら
な
い
言
葉
は
？

Ｎ
ｉ

｢呼さ
け

ぶ
﹂︑﹁
一い
つ

に
何
ぞ
怒
る
﹂︑﹁
一
に
何
ぞ
苦
し
き
﹂

◆
生
徒
に
と
っ
て
は
︑﹁
一
に
何
ぞ
﹂
の
理
解
が
難
解
の
よ
う
で
あ
る
︒
以

下
の
よ
う
に
板
書
を
多
く
用
い
て
説
明
し
た
︒
説
明
の
あ
と
に
︿
読
み
﹀
に
入

っ
た
︒

Ｔ

｢一
に
何
ぞ
﹂︑
難
し
い
わ
な
︒
丁
寧
に
説
明
し
ま
す
︒﹁
一
﹂
は
︑
数

詞
で
は
な
く
︑
こ
こ
で
は
﹁
副
詞
﹂︵
板
書
︶︒﹁
ま
っ
た
く
・
な
ん
と
﹂

︵
板
書
︶︒﹁
何
﹂
は
疑
問
語
︑﹁
理
由
﹂︵
板
書
︶
を
表
す
︒
�
句
は
︑

﹁
呼
ぶ
﹂
を
﹁
さ
け
ぶ
﹂
と
読
ま
せ
て
る
か
ら
﹁
大
声
を
出
す
﹂︵
板

書
︶
役
人
の
声
に
対
し
て
︑﹁
ど
う
し
て
︑
大
声
で
ど
な
り
つ
け
る
の

か
﹂︵
板
書
︶︒
 
句
は
︑
老
婦
の
様
子
に
対
し
て
︑﹁
ど
う
し
て
苦
し

そ
う
に
泣
い
て
い
る
の
か
﹂︵
板
書
︶︒
�
句
と
 
句
は
︑﹁
対
句
表
現
﹂

︵
板
書
︶︒﹁
吏
﹂
と
﹁
老
婦
﹂
の
様
子
や
感
情
が
対
照
的
に
表
現
さ
れ

て
い
る
︒
い
い
で
す
か
︒﹁
聴
﹂
は
︑
旅
人
が
﹁
耳
を
澄
ま
せ
て
聞
く

様
子
﹂︵
板
書
︶
を
表
し
て
い
る
︒
じ
ゃ
あ
︑
今
日
の
授
業
の
最
後
︑

み
ん
な
に
質
問
し
ま
す
︒
二
人
の
様
子
︑
イ
メ
ー
ジ
し
て⑥
︑
自
分
の
言

葉
で
言
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
︒
Ｎ
ｋ
く
ん
か
ら
順
番
に
⁝
⁝
︒
�
句
か

ら
⁝
⁝
︒
謎
の
�
の
部
分
で
す
︒

Ｎ
ｋ

役
人
が
︑
も
の
す
ご
く
怒
っ
て
い
る
︒
大
声
で
⁝
⁝
︒

Ｔ

Ｎ
ｋ
く
ん
︑
こ
の
時
の
役
人
の
セ
リ
フ
︑
言
え
る
か
な
⁝
⁝
︒
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Ｎ
ｋ

⁝
⁝
じ
じ
い
︑
早
く
出
て
こ
い
や
︑
家
の
中
に
い
る
ん
や
ろ
︒
わ
か
っ

と
る
ん
や
︑
さ
っ
と
出
て
こ
い
っ
て
⁝
⁝
︒

Ｔ

す
ご
い
︒
雰
囲
気
出
て
る
︑
役
者
に
な
れ
る
か
も
︒
関
西
弁
で
言
っ
た

か
は
知
ら
ん
け
ど
︵
笑
い
︶
ほ
か
に
は
⁝
⁝
︒

Ｎ
ｏ

じ
い
さ
ん
︑
出
て
こ
い
っ
て
︑
怒
鳴
り
散
ら
し
威
張
っ
て
る
︒

Ｈ
ｇ

ど
う
し
て
も
︑
連
れ
て
行
く
ぞ
っ
て
︑
し
つ
っ
こ
く
叫
ん
で
い
る
︒
連

れ
て
行
く
の
が
役
人
の
役
目
︑
上
の
命
令
で
や
っ
て
き
た
か
ら
︒

Ｔ

｢謎
﹂
�
︑
役
人
の
怒
り
の
理
由
︑
兵
隊
に
連
れ
て
行
く
老
翁
が
出
て

こ
な
い
か
ら
︑
で
い
い
か
な
︒
そ
れ
に
対
し
て
老
婦
の
様
子
は
ど
う
か

な
？

｢謎
﹂
の
�
︑
Ｈ
ｈ
さ
ん
の
イ
メ
ー
ジ
は
？

Ｈ
ｈ

泣
き
な
が
ら
︑
お
じ
い
さ
ん
は
︑
家
に
い
な
い
と
わ
め
い
て
い
る
よ
う

な
感
じ
⁝
⁝
︒

Ｔ

Ｈ
ｙ
さ
ん
は
？

Ｈ
ｙ

戦
争
に
行
か
せ
た
く
な
い
か
ら
︑
役
人
に
連
れ
て
行
か
な
い
で
っ
て
お

願
い
し
て
い
る
︒

Ｔ

Ｈ
ｒ
く
ん
は
︑
ど
ん
な
様
子
︑
イ
メ
ー
ジ
は
？

Ｈ
ｒ

役
人
に
く
っ
て
か
か
っ
て
い
る
︑
と
い
う
か
︑
負
け
て
い
な
い
と
い
う

か
⁝
⁝
︒
食
い
下
が
っ
て
い
る
︑
泣
き
な
が
ら
︑
苦
し
そ
う
な
顔
を
し

て
⁝
⁝
︒

Ｔ

そ
の
役
人
と
老
婦
と
の
や
り
と
り
︑
!
句
は
︑
役
人
の
前
で
言
う
言
葉

を
︑
語
り
手
が
耳
を
澄
ま
し
て
聞
い
て
い
る
⁝
⁝
︒
次
の
時
間
は
︑

﹁
老
婦
の
語
り
﹂︵
板
書
︶
の
部
分
を
︿
読
み
﹀
ま
す
︒﹁
老
婦
の
語
り
﹂

か
ら
︑﹁
謎
﹂
の
�
の
老
婦
が
﹁
苦
し
そ
う
に
啼
く
﹂
理
由
が
︑
わ
か

る
と
思
い
ま
す
︒
Ｋ
ｗ
く
ん
が
言
っ
て
く
れ
た
﹁
宿
の
男
は
お
じ
い
さ

ん
﹂
だ
け
︑
も
は
っ
き
り
し
ま
す
︒
次
の
時
間
は
"
句
か
ら
の
﹁
老
婦

の
語
り
﹂
を
読
み
ま
す
︒
じ
ゃ
あ
︑
終
わ
り
ま
す
︒

�
時
間
目

︱
難
解
語
の
逐
語
訳
的
な
授
業
展
開
を
し
た
︒

"
句
の
﹁
戍
﹂
は
﹁
兵
器
を
持
っ
て
国
境
を
守
る
こ
と
﹂︵
板
書
︶
を
説
明

し
︑
老
婦
の
三
人
の
男
子
が
徴
兵
さ
れ
﹁
鄴
城
﹂
守
備
に
出
征
し
て
い
る
こ
と

を
説
明
し
た
︵﹁
謎
解
き
﹂
�
か
ら
%
の
授
業
は
︑﹁
謎
﹂
の
"
・
%
が
時
間
不

足
で
次
の
時
間
に
残
っ
た
︒
紙
数
の
都
合
で
﹁
授
業
記
録
﹂
は
省
略
︶︒

�
時
間
目
の
授
業
記
録

︱
﹁
老
嫗
の
申
し
出
﹂
と
作
者
の
﹁
思
い
﹂
を
中
心
に

︱

Ｔ

前
の
時
間
は
予
定
通
り
︑
と
い
っ
て
も
私
の
勝
手
な
予
定
で
す
が
︑
予

定
通
り
に
進
ま
な
か
っ
た
の
で
︑
今
日
の
授
業
は
︑
ち
ょ
っ
と
︑
忙
し

く
な
り
ま
す
︒
覚
悟
し
て
授
業
に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
︒﹁
老
婦
の
語

り
﹂
の
残
り
︑
こ
の
部
分
の
﹁
謎
﹂
は
"
と
%
で
す
︒
そ
れ
で
は
︑
17

句
か
ら
20
句
ま
で
︑
Ｋ
ｒ
さ
ん
︑
読
ん
で
く
だ
さ
い
︒︵
Ｋ
ｒ

読
む
︶︒
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Ｋ
ｗ
く
ん
︑
難
解
語
︑
あ
り
ま
す
か
？

Ｋ
ｗ

｢老ろ
う

嫗う

﹂︑﹁
力
衰
ふ
﹂︑﹁
請
ふ
﹂︑﹁
夜
帰
お
も
む

か
ん
﹂︑﹁
河
陽
の
役
﹂︑﹁
晨し
ん

炊す
い

﹂︑
そ
れ
か
ら
⁝
⁝
︑﹁
備
ふ
る
を
得
ん
﹂︒

Ｔ

Ｋ
ｗ
く
ん
︑﹁
夜
帰
か
ん
﹂
の
﹁
ん
﹂
の
助
動
詞
の
意
味⑦
︑
言
っ
て
く

れ
る
か
な
？

Ｋ
ｗ

推
量
で
す
か
︒

Ｔ

推
量
な
ら
︑﹁
夜
に
︑
行
く
だ
ろ
う
﹂︑
少
し
変
だ
け
ど
⁝
⁝
︒﹁
夜
に
︑

行
こ
う
﹂
と
し
た
の
が
︑
お
ば
あ
さ
ん
の
心
が
は
っ
き
り
す
る
と
思
う

ん
や
け
ど
︑
ど
う
か
な
⁝
⁝
︒

Ｋ
ｗ

お
ば
あ
さ
ん
が
︑
自
分
の
意
志
で
行
こ
う
と
し
て
い
る
ん
で
す
か
︒

Ｔ

そ
の
方
が
い
い
か
な
と
⁝
⁝
︒
な
ぜ
か
は
︑
あ
と
で
考
え
る
こ
と
に
し

ま
す
︒
今
日
も
︑
友
情
い
っ
ぱ
い
の
授
業
が
で
き
そ
う
や
な
︒
み
ん
な

の
た
め
に
︑
難
解
語
の
質
問
︑
た
く
さ
ん
Ｋ
ｗ
く
ん
が
出
し
て
く
れ
た
︒

ま
と
め
て
料
理
す
る
か
ら
︑
し
っ
か
り
聞
い
て
く
れ
る
か
︒

︱
生
徒
提
起
の
難
解
語
の
説
明
後
に
読
み
へ
︱

｢老
嫗
﹂
は
お
ば
あ
さ
ん
︒
お
ば
あ
さ
ん
や
か
ら
︑
Ｓ
ａ
さ
ん
︑﹁
力
衰

ふ
﹂
は
ど
う
な
る
こ
と
⁝
⁝
︒
カ
ト
ッ
チ
ョ
み
た
い
に
︑
髪
︑
薄
く
な

る
ん
じ
ゃ
な
く
て
︵
笑
い
︶︑
怒
り
っ
ぽ
く
な
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
︵
笑

い
︶
⁝
⁝
︒﹁
力
﹂
が
⁝
⁝
︒
Ｓ
ａ
さ
ん
︑
ど
う
で
す
か
？

Ｓ
ａ

力
が
弱
く
な
る
︑
で
す
か
⁝
⁝
︒

Ｔ

そ
う
︑
年
取
っ
て
力
は
無
く
な
っ
た
け
れ
ど
︑﹁
晨
炊
﹂︑
こ
れ
︑﹁
朝

食
・
朝
飯
﹂︵
板
書
︶
ぐ
ら
い
︑
で
き
る
っ
て
︑
役
人
に
言
っ
て
い
る
︒

﹁
晨
炊
に
備
ふ
る
を
得
ん
﹂
が
︑
そ
れ
︒
カ
ト
ッ
チ
ョ
も
︑
力
は
衰
え

た
け
ど
︑
年
取
っ
た
け
ど
︑
掃
除
︑
サ
ボ
ッ
タ
君
ら
の
た
め
に
︑
朝
早

く
来
て
教
室
を
掃
除
し
て
る
︑
ゴ
ミ
捨
て
た
り
︑
黒
板
を
消
し
た
り

⁝
⁝
︒﹁
力
は
無
く
な
っ
た
﹂
が
︑
み
ん
な
の
少
し
役
に
立
っ
て
い
る
︒

今
の
嫌
み
で
す
︒︵
笑
い
︶︒
嫌
み
︑
そ
れ
ぐ
ら
い
に
し
て
授
業
に
戻
り

ま
す
⁝
⁝
︒﹁
請
ふ
﹂
の
下
に
﹁
願
﹂︵
板
書
︶
を
書
い
て
く
だ
さ
い⑧
︒

役
人
に
﹁
願
い
出
る
﹂︵
板
書
︶︒
そ
ろ
そ
ろ
︑﹁
謎
解
き
﹂
を
始
め
よ

う
か
︒
そ
の
前
に
︑﹁
単
身
○
任
﹂︵
板
書
︶
の
丸
の
中
に
入
る
漢
字
を

一
字
を
︑
Ｓ
ｕ
く
ん
︑
入
れ
て
く
だ
さ
い
︒

Ｓ
ｕ

｢ふ
に
ん
﹂
の
﹁
ふ
﹂︑
漢
字
︑
わ
か
り
ま
せ
ん
︒

Ｔ

｢ふ
﹂
の
漢
字
︑
む
ず
か
し
い
わ
な
︒
み
ん
な
︑﹁
赴⑨
﹂︵
板
書
︶
を
入

れ
て
く
だ
さ
い
︒﹁
お
も
む
く
﹂
な
ら
丸
の
中
に
入
れ
た
﹁
赴
﹂
の
方

が
い
い
ん
だ
け
ど
⁝
⁝
︒﹁
帰
﹂
は
﹁
も
と
の
所
へ
戻
っ
て
く
る
﹂︵
板

書
︶︑﹁
赴
﹂
は
︑﹁
⁝
の
方
向
に
出
か
け
る
﹂︵
板
書
︶︒
杜
甫
は
﹁
帰
﹂

る
と
い
う
文
字
に
︑
行
く
け
ど
︑
戻
っ
て
く
る
︑
と
い
う
意
味
を
こ
め

た
の
か
な
⁝
⁝
︒
私
も
わ
か
り
ま
せ
ん
︒
み
ん
な
︑
考
え
て
く
だ
さ
い
︒

次
に
﹁
謎
﹂
の
"
と
%
の
謎
解
き
⁝
⁝
︒
Ｓ
ｏ
さ
ん
︑
19
句
と
20
句
︑

読
ん
で
く
れ
る
か
な
︒︵
Ｓ
ｏ

読
む
︶︒﹁
夜
に
帰
か
ん
﹂︑﹁
ん
﹂
は
︑
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さ
っ
き
推
量
よ
り
﹁
意
志
﹂
の
方
が
よ
い
か
な
っ
て
言
っ
て
お
い
た
け

ど
︑
お
ば
あ
さ
ん
は
﹁
行
き
ま
し
ょ
う
﹂
っ
て
﹁
申
し
出
﹂︵
板
書
︶

た
ん
や
ろ
か
？

Ｓ
ｉ
さ
ん
︑
ど
う
し
て
か
な
？

Ｓ
ｉ

⁝
⁝
︑
わ
か
り
ま
せ
ん
︒

Ｔ

Ｓ
ｉ
さ
ん
︑
今
は
︑
朝
︑
昼
︑
夜
︑
い
つ
か
な
？

Ｓ
ｉ

夜
︒
�
句
に
﹁
夜
﹂
っ
て
︑
あ
っ
た
し
︒

Ｔ

そ
う
︑
今
︑﹁
夜
﹂
⁝
⁝
︒
お
ば
あ
さ
ん
︑
今
︑﹁
夜
﹂
の
う
ち
に
︑

﹁
行
き
ま
し
ょ
う
﹂
っ
て
︑
役
人
に
自
分
か
ら
申
し
出
た
ん
や
な
︒
19

句
の
﹁
急
ぎ
河
陽
の
役
に
応
ぜ
ば
﹂︑﹁
急
﹂
の
上
に
﹁
早
﹂
か
﹁
至
﹂

を
つ
け
て
熟
語
に
す
る
と
わ
か
り
や
す
い
か
な
︒﹁
早
急
﹂︵
板
書
︶
か

﹁
至
急
﹂︵
板
書
︶︑
意
味
は
﹁
大
急
ぎ
で
﹂︵
板
書
︶
⁝
⁝
︒﹁
役
﹂
は

上
に
﹁
労
働
﹂
の
﹁
労
﹂
を
つ
け
て
﹁
労
役
﹂︵
板
書
︶︑﹁
役
﹂
は

﹁
シ
ン
ド
イ
仕
事
﹂︵
板
書
︶
ぐ
ら
い
の
意
味
か
な
︒
お
ば
あ
さ
ん
は
20

句
で
﹁
朝
飯
ぐ
ら
い
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
﹂
っ
て
役
人
︑
申
し
出
た

わ
け
や
な
⁝
⁝
︒
な
ぜ
︑﹁
今
夜
﹂
の
う
ち
に
行
こ
う
っ
て
申
し
出
た

の
か
な
？

｢河
陽
﹂
は
︑
Ｓ
ｍ
く
ん
︑﹁
河
陽
﹂︑
時
代
背
景
の
プ
リ

ン
ト
に
ど
う
書
い
て
あ
っ
た
？
︒
確
認
し
て
く
れ
る
か
な
︒

Ｓ
ｍ

唐
軍
が
城
を
つ
く
っ
て
︑
防
衛
し
て
い
る
︒
史
思
明
軍
と
戦
っ
て
い
る

と
こ
︒

Ｔ

そ
う
︑
激
し
い
戦
争
が
あ
る
と
こ
⁝
⁝
︑
そ
ん
な
﹁
河
陽
﹂
に
︑
お
ば

あ
さ
ん
﹁
晨
炊
﹂
に
行
っ
た
わ
け
や
な
︒
Ｓ
ｎ
く
ん
︑﹁
晨
炊
﹂
の
意

味
︑
も
う
一
度
︑
確
認
し
て
く
れ
る
か
？

Ｓ
ｎ

｢朝
飯
﹂
を
つ
く
り
に
︒

Ｔ

そ
う
︑﹁
晨
炊
﹂
は
朝
飯
︒
じ
ゃ
あ
︑
お
ば
あ
さ
ん
は
︑
な
ぜ
︑
朝
飯

つ
く
り
に
行
く
と
申
し
出
た
の
か
な
？

｢夜
に
急
ぎ
﹂
⁝
⁝
︒﹁
大
急

で
夜
に
﹂︵
板
書
︶
と
⁝
⁝
︒
こ
の
時
の
お
ば
あ
さ
ん
の
気
持
ち
︑

｢謎
﹂
の
%
︑
推
理
し
て
み
よ
う
か
⁝
⁝
︒
思
い
つ
い
た
こ
と
︑
自
由

に
言
っ
て
く
れ
る
か
︒
Ｋ
ｗ
く
ん
︑
ど
う
？

Ｋ
ｗ

お
ば
あ
さ
ん
︑
宿
の
外
で
役
人
と
応
対
し
て
い
る
ん
で
す
か
？

Ｔ

役
人
︑
家
の
中
に
入
っ
て
い
な
い
と
思
う
け
ど
⁝
⁝
︒

Ｋ
ｗ

お
ば
あ
さ
ん
︑
役
人
を
家
の
中
に
入
れ
た
く
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
ん

で
す
か
？

Ｔ

ど
う
し
て
？

Ｋ
ｗ

｢孫
の
母
﹂
を
連
れ
て
行
か
れ
る
と
︑
大
変
だ
か
ら
︒

Ｔ

そ
れ
︑
も
う
少
し
︑
詳
し
く
言
っ
て
く
れ
る
か
な
︒

Ｋ
ｗ

お
ば
あ
さ
ん
︑
孫
を
か
わ
い
い
と
思
っ
て
る
︒
逃
げ
た
お
じ
い
さ
ん
の

代
わ
り
に
︑
孫
の
母
を
︑
連
れ
て
行
か
れ
な
い
よ
う
に
し
た
ん
じ
ゃ
な

い
で
す
か
⁝
⁝
︒
そ
れ
で
︑
家
の
中
に
入
れ
な
い
よ
う
に
︑
早
く
行
こ

う
と
言
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒

Ｔ

孫
に
は
︑
自
分
よ
り
母
が
必
要
や
と
考
え
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
？
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Ｋ
ｗ

そ
う
や
と
思
い
ま
す
︒
年
取
っ
た
自
分
よ
り
︑
孫
に
は
母
が
大
事
だ
と

考
え
て
︑﹁
朝
飯
﹂
ぐ
ら
い
年
取
っ
た
自
分
に
も
で
き
る
し
︑﹁
河
陽
﹂

に
行
っ
て
役
に
立
つ
と
⁝
⁝
︒

Ｔ

お
ば
あ
さ
ん
の
︑
こ
の
時
の
気
持
ち
に
つ
い
て
︑
ほ
か
の
推
理
あ
り
ま

す
か
？

Ｔ
ａ

お
ば
あ
さ
ん
︑
死
ぬ
こ
と
も
覚
悟
し
た
⁝
⁝
︒
息
子
二
人
︑
戦
死
し
て

い
る
し
︑﹁
河
陽
﹂
へ
行
っ
て
︑
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
へ
ん
し
⁝
⁝
︒

Ｔ

お
ば
あ
さ
ん
︑﹁
死
を
覚
悟
し
た
﹂︵
板
書
︶︒
Ｋ
ｗ
く
ん
の
意
見
と
重

ね
る
と
︑﹁
孫
の
命
﹂︑
守
る
た
め
に
⁝
⁝
︒
ほ
か
に
は
あ
り
ま
せ
ん

か
？

Ｋ
ｍ
さ
ん
︑
何
か
言
い
た
そ
う
や
け
ど
︑
思
っ
て
る
こ
と
︑
言

っ
て
く
れ
ま
す
か
？

Ｋ
ｍ

こ
の
お
ば
あ
さ
ん
︑
す
ご
い
︒
す
ご
す
ぎ
る
⁝
⁝
︒

Ｔ

何
が
す
ご
す
ぎ
る
の
？

み
ん
な
に
わ
か
る
よ
う
に
言
っ
て
く
れ
る
か

な
？

Ｋ
ｍ

お
ば
あ
さ
ん
︑
自
分
の
命
︑
捨
て
て
孫
の
た
め
戦
争
や
っ
て
る
と
こ
へ
︑

行
こ
う
と
し
て
る
⁝
⁝
︒
こ
れ
っ
て
普
通
︑
で
き
へ
ん
⁝
⁝
︒
自
分
の

命
よ
り
﹁
孫
の
命
﹂︑
大
事
に
思
っ
て
る
︑
こ
の
お
ば
あ
さ
ん
︑
な
ん

か
︑
カ
ッ
コ
イ
イ
っ
て
い
う
か
ぁ
︑
ホ
ン
マ
︑
す
ご
い
⁝
⁝
︒
逃
げ
た

お
じ
い
さ
ん
と
違
っ
て
︑
な
ん
か
︑
カ
ッ
コ
イ
イ
⁝
⁝
︒

Ｔ

お
じ
い
さ
ん
は
逃
げ
て
︑
お
ば
あ
さ
ん
は
孫
と
そ
の
母
の
た
め
に
︑
死

を
覚
悟
し
て
﹁
河
陽
﹂
へ
行
く
こ
と
を
役
人
に
申
し
出
た
︒
Ｋ
ｍ
さ
ん

は
︑
そ
れ
を
﹁
カ
ッ
コ
イ
イ
﹂︵
板
書
︶
っ
て
言
っ
た
わ
け
や
な
︒
じ

ゃ
あ
︑
逃
げ
た
お
じ
い
さ
ん
っ
て
︑﹁
カ
ッ
コ
ワ
ル
イ
﹂
と
な
る
け
ど

⁝
⁝
︑
ホ
ン
マ
に
︑
逃
げ
た
お
じ
い
さ
ん
は
﹁
カ
ッ
コ
ワ
ル
イ
﹂
ん
や

ろ
か
？

｢謎
﹂
の
10
と
11
を
解
き
な
が
ら
︑
そ
れ
︑
考
え
て
み
よ
う

か
︒
Ｋ
ｉ
さ
ん
︑
21
句
か
ら
24
句
︑
最
後
ま
で
読
ん
で
く
だ
さ
い
︒

︵
Ｋ
ｉ

読
む
︶︒
今
︑
Ｋ
ｉ
さ
ん
が
読
ん
だ
と
こ
ろ
で
わ
か
ら
な
い
言

葉
︑
あ
っ
た
ら
出
し
て
く
だ
さ
い
︒

Ｈ
ｇ

い
っ
ぱ
い
︑
あ
り
ま
す
︒
い
い
で
す
か
︒
⁝
⁝
︒﹁
語
声
絶
え
﹂︑﹁
幽ゆ
う

咽え
つ

す
る
を
聞
く
が
ご
と
し
﹂︑﹁
天
明
前
途
に
登
る
と
き
﹂︑﹁
独
り
老
翁

と
別
る
﹂
⁝
⁝
︒
こ
こ
全
部
︑
分
か
り
ま
せ
ん
︒

Ｔ

ま
た
ま
た
︑
友
情
厚
き
人
︑
Ｈ
ｇ
く
ん
の
登
場
⁝
⁝
︒︵
笑
い
︶︒
授
業

の
時
間
︑
足
り
る
か
ど
う
か
⁝
⁝
︒
謎
の
10
と
11
を
解
く
前
に
︑
疑
問
︑

解
い
て
お
こ
う
か
⁝
⁝
︒
20
句
と
21
句
の
関
係
は
︑
ど
う
や
ろ
？

場

所
は
旅
人
が
泊
ま
っ
た
宿
で
変
わ
っ
て
な
い
け
ど
︑
Ｋ
ｍ
さ
ん
︑
何
か
︑

変
わ
っ
た
こ
と
な
い
か
な
？

Ｋ
ｍ

先
生
︑
場
所
︑
宿
は
変
わ
っ
て
な
い
け
ど
︑
場
所
︑
変
わ
っ
て
る
ん
ち

ゃ
い
ま
す
︒

Ｔ

場
所
が
変
わ
っ
て
る
？

そ
れ
︑
も
う
少
し
教
え
て
く
れ
る
？

Ｋ
ｍ

さ
っ
き
ま
で
役
人
と
お
ば
あ
さ
ん
が
話
し
て
い
た
と
こ
︑
外
︑
ち
ゃ
い
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ま
す
？

21
句
と
22
句
は
︑
宿
の
中
の
こ
と
や
と
⁝
⁝
︒

Ｔ

同
じ
宿
屋
だ
け
ど
︑﹁
外
か
ら
中
に
﹂︵
板
書
︶︒
Ｋ
ｍ
さ
ん
︑
鋭
い
︒

Ｋ
ｍ

カ
ト
ッ
チ
ョ
︑
時
間
︑﹁
暮
れ
﹂
か
ら
﹁
夜
﹂
に
変
わ
っ
て
い
る
︒﹁
久

し
く
し
て
﹂
や
か
ら
︑
夜
︑
だ
い
ぶ
遅
く
な
っ
て
る
︒

Ｔ

こ
れ
も
鋭
い
︒
そ
れ
︑
気
づ
い
て
ほ
し
か
っ
た
こ
と
︒
夜
が
更
け
て
︑

﹁
語
声
絶
え
﹂︑﹁
人
の
話
し
声
が
無
く
な
っ
て
﹂︵
板
書
︶︑
そ
の
代
わ

り
︑
旅
人
の
耳
に
聞
こ
え
て
き
た
の
が
﹁
幽
咽
﹂
⁝
⁝
︒
こ
れ
︑﹁
む

せ
び
泣
く
﹂︵
板
書
︶︒
の
ど
を
詰
ま
ら
せ
よ
う
に
泣
く
様
子
⁝
⁝
︒

﹁
謎
﹂
10
︑﹁
幽
咽
す
る
﹂
の
は
︑
誰
や
ろ
？

語
り
手
は
語
っ
て
い
な

い
︒
み
ん
な
の
推
理
は
？

自
由
に
出
し
て
く
れ
る
か
な
⁝
⁝
︒

Ａ
ｓ

そ
の
前
に
︑
お
ば
あ
さ
ん
は
役
人
と
行
っ
た
ん
や
ろ
か
？

朝
飯
炊
き

に
⁝
⁝
︒

Ｔ

20
句
で
﹁
老
婦
の
語
り
﹂
は
終
わ
っ
て
︑
そ
の
あ
と
︑
21
句
や
か
ら
︑

語
り
手
は
そ
れ
も
語
っ
て
い
な
い
︒
読
み
手
が
想
像
す
る
し
か
な
い
︒

﹁
老
婦
は
役
人
と
出
か
け
た
の
か
﹂︵
板
書
︶︒
こ
れ
︑
メ
モ
し
と
い
て

く
だ
さ
い
︒
謎
が
一
つ
増
え
た
⁝
⁝
︒
こ
の
点
も
推
理
し
て
く
だ
さ
い
︒

こ
の
謎
か
ら
先
に
推
理
し
よ
う
か
？

Ｋ
ｒ
く
ん
︑
ど
う
や
？

で
き

れ
ば
推
理
の
理
由
も
挙
げ
て
⁝
⁝
︒

Ｋ
ｒ

飯
炊
き
に
行
っ
た
と
思
う
⁝
⁝
︒
役
人
︑
激
怒
し
て
い
た
し
⁝
⁝
︒
手

ぶ
ら
で
軍
に
戻
れ
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
⁝
⁝
︒
役
人
は
も
っ
と
上
の

役
人
に
怒
ら
れ
る
か
ら
︑
連
れ
て
行
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
︒

Ｔ

こ
の
謎
を
出
し
た
︑
Ａ
ｓ
く
ん
は
︑
ど
う
で
す
か
⁝
⁝
︒

Ａ
ｓ

⁝
⁝
︑
自
分
か
ら
﹁
朝
飯
ぐ
ら
い
﹂
で
き
る
っ
て
申
し
出
た
ん
や
か
ら
︑

役
人
を
引
っ
張
る
よ
う
に
行
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
⁝
⁝
︒
孫
の
た
め

に
も
︑
自
分
か
ら
さ
っ
さ
と
⁝
⁝
︒

Ｔ

二
人
の
意
見
︑
連
れ
て
行
か
れ
た
と
自
分
か
ら
さ
っ
さ
と
で
は
︑
少
し

違
う
け
ど
︑
朝
飯
つ
く
り
に
行
っ
た
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
︒
行
か
ず

に
家
に
残
っ
た
と
推
理
す
る
人
︑
い
ま
せ
ん
か
？

い
な
い
み
た
い
や

ね
⁝
⁝
︒
宿
に
は
︑
お
ば
あ
さ
ん
は
い
な
い
︒
じ
ゃ
あ
︑
お
ば
あ
さ
ん

の
様
子
は
︑
Ｋ
ｒ
さ
ん
と
Ａ
ｓ
く
ん
の
推
理
︑
ど
ち
ら
に
賛
成
か
︒
多

数
決
︑
意
味
無
い
け
ど
︑
み
ん
な
手
を
挙
げ
て
く
れ
る
か
︒
挙
げ
な
か

っ
た
人
も
い
る
け
ど
︑
だ
い
た
い
︑
半
々
か
な
⁝
⁝
︒

Ｓ
ｏ

先
生
︑
い
い
で
す
か
︒
お
ば
あ
さ
ん
︑
自
分
か
ら
行
っ
た
と
思
う
ん
で

す
が
︑
Ａ
ｓ
く
ん
が
言
っ
た
︑
さ
っ
さ
と
じ
ゃ
な
く
て
︑
と
ぼ
と
ぼ
と

行
っ
た
と
思
う
ん
で
す
よ
ぉ
⁝
⁝
︒
さ
っ
さ
と
じ
ゃ
︑
ち
ょ
っ
と
元
気

あ
り
す
ぎ
や
し
︑
お
ば
あ
さ
ん
や
し
︑
家
に
思
い
を
残
し
て
う
し
ろ
を

振
り
返
り
な
が
ら
︑
と
ぼ
と
ぼ
と
⁝
⁝
︒

Ｔ

さ
っ
さ
と
︑
と
ぼ
と
ぼ
⁝
⁝
︒
Ａ
ｓ
く
ん
︑
Ｓ
ｏ
さ
ん
の
推
理
︑
ど
う

思
う
？

Ａ
ｓ

様
子
は
︑
Ｓ
ｏ
さ
ん
の
方
が
︑
お
ば
あ
さ
ん
ら
し
い
⁝
⁝
︒
で
も
︑
気
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持
ち
は
さ
っ
さ
︑
じ
ゃ
な
い
で
す
か
⁝
⁝
︒

Ｔ

気
持
ち
は
さ
っ
さ
っ
て
？

Ａ
ｓ

宿
か
ら
役
人
を
少
し
で
も
早
く
︑
離
し
た
い
気
持
ち
⁝
⁝
︒
家
ん
中
へ

入
ら
れ
て
八
つ
当
た
り
さ
れ
た
り
︑
孫
や
嫁
さ
ん
に
暴
力
ふ
る
わ
れ
た

ら
か
な
ん
と
思
っ
て
︑
早
く
宿
か
ら
離
れ
た
い
と
思
っ
て
⁝
⁝
︒
で
も
︑

歩
い
て
る
姿
は
と
ぼ
と
ぼ
⁝
⁝
︒
Ｓ
ｏ
さ
ん
の
︑
う
し
ろ
を
振
り
返
り

な
が
ら
は
︑
俺
︑
思
い
つ
か
な
か
っ
た
︒
や
っ
ぱ
︑
女
性
の
方
が
デ
リ

ケ
ー
ト
な
と
こ
ま
で
︑
イ
メ
ー
ジ
し
て
て
︑
す
ご
い
︒

Ｔ

Ｓ
ｏ
さ
ん
︑
Ａ
ｓ
く
ん
が
︑
デ
リ
ケ
ー
ト
な
イ
メ
ー
ジ
︑
ほ
め
て
る
ぞ
︒

私
も
お
ば
あ
さ
ん
の
去
っ
て
い
く
姿
︑
イ
メ
ー
ジ
し
て
な
か
っ
た
⁝
⁝
︒

謎
の
10
を
解
く
た
め
に
︑
黒
板
に
数
字⑩
を
書
き
ま
す
︒
数
字
な
の
で
横

に
書
き
ま
す
︒

｢7−
3
−
1
−
1
＋
(1)
＝
3
＋
(1)

︵
横
書
き
で
板
書
︶︑
こ
の
数
字
の
意

味
︑
わ
か
る
か
な
？

Ｋ
ｗ
く
ん
︑
ど
う
や
ろ
？

Ｋ
ｗ

イ
コ
ー
ル
の
あ
と
︑2
＋
(1)

な
ら
わ
か
る
け
ど
︒
わ
か
ら
へ
ん
︑
カ

ト
ッ
チ
ョ
︑
ヒ
ン
ト
︒

Ｔ

ヒ
ン
ト
︑
無
し
︒
じ
っ
と
︑
数
字
を
見
つ
め
て
︑
⁝
⁝
︒
こ
の
詩
︑
最

初
か
ら
読
ん
で
︑
数
字
の
意
味
︑
考
え
て
⁝
⁝
︒

Ｋ
ｗ

カ
ト
ッ
チ
ョ
︑
わ
か
ら
へ
ん
︑
ヒ
ン
ト
⁝
⁝
︒
頼
む
か
ら
︵
笑
い
︶︒

Ｔ

じ
ゃ
あ
︑
ヒ
ン
ト
︑
最
初
の
括
弧
の
プ
ラ
ス

は
︑
旅
人
で
す
︒
こ
れ

で
︑
ど
う
や
？

Ｋ
ｗ

わ
か
っ
た
わ
！

こ
の
宿
の
家
族
︒

Ｔ

Ｋ
ｗ
く
ん
︑
こ
の
数
字
︑
説
明
で
き
る
か
？

Ｋ
ｗ

最
初
︑
宿
は
七
人
家
族
︑
マ
イ
ナ
ス
�
は
戦
争
に
行
っ
た
息
子
た
ち
︒

次
の
マ
イ
ナ
ス

は
逃
げ
た
じ
い
さ
ん
︑
そ
の
次
の
マ
イ
ナ
ス

は
婆

さ
ん
︒
こ
の
家
に
は
孫
と
母
と
旅
人
︑
三
人
だ
け
し
か
い
な
い
︒
イ
コ

ー
ル
の
後
の
括
弧
の
プ
ラ
ス

︑
わ
か
ら
へ
ん
︒

Ｔ

こ
の
プ
ラ
ス

︑
誰
や
ろ
︒
こ
れ
も
謎
に
し
と
き
ま
す
︒
ま
た
︑
謎
が

増
え
た
︒
七
人
家
族
だ
っ
た
家
に
︑
旅
人
を
除
く
と
︑
母
と
孫
二
人
し

か
残
っ
て
い
な
い
︒
こ
れ
︑
す
ご
い
数
字
と
思
わ
へ
ん
？

何
も
悪
い

こ
と
し
て
へ
ん
の
に
︑
孫
と
そ
の
母
二
人
だ
け
残
し
て
︑
こ
の
家
か
ら

み
ん
な
い
な
く
な
っ
た
︒
二
人
の
息
子
は
戦
死
し
て
し
ま
っ
て
い
る
︒

﹁
死
せ
る
者
は
長
に
已
む
﹂︒
子
供
の
成
長
︑
見
ら
れ
へ
ん
⁝
⁝
︒
謎
10

﹁
啼
い
て
幽
咽
す
る
﹂
の
は
︑
誰
か
︒
Ｓ
ａ
さ
ん
︑
誰
や
と
思
う
？

Ｓ
ａ

孫
の
お
母
さ
ん
︒

Ｔ

孫
は
泣
い
て
な
い
の
？

お
母
さ
ん
の
様
子
は
︑
ど
う
や
ろ
？

Ｓ
ａ

夜
遅
い
の
で
眠
っ
て
い
る
︒
お
母
さ
ん
が
︑
し
く
し
く
泣
い
て
い
る
︒

眠
っ
て
い
る
子
供
の
傍
で
⁝
⁝
︒
子
供
の
顔
を
見
な
が
ら
︑
こ
れ
か
ら

ど
う
し
よ
う
︑
こ
の
宿
は
こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
の
か
︑
思
い
な
が
ら

⁝
⁝
︒
泣
い
て
る
⁝
⁝
︒
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Ｔ

子
供
と
宿
の
こ
と
思
い
な
が
ら
⁝
⁝
︒
Ａ
ｓ
く
ん
︑
Ｓ
ａ
さ
ん
の
読
み
︑

デ
リ
ケ
ー
ト
や
な
︒
わ
し
み
た
い
な
感
性
の
鈍
い
人
間
に
は
︑
読
め
な

い
こ
と
ま
で
︑︿
イ
メ
ー
ジ
読
み
﹀
し
て
る
︒
Ａ
ｓ
く
ん
も
︑
私
も
勝

て
へ
ん
︒
す
ご
い
︒︵
笑
い
︒︶﹁
聞
く
が
ご
と
し
﹂
は
︑﹁
聞
こ
え
た
よ

う
で
あ
る
﹂︵
板
書
︶︒
寝
て
い
る
旅
人
の
耳
に
︑
そ
の
﹁
幽
咽
﹂
が
︑

か
す
か
に
聞
こ
え
て
き
た
⁝
⁝
︒﹁
古
池
や
蛙
飛
び
こ
む
水
の
音
﹂
と

一
緒
や
な
︒
Ｓ
ｎ
く
ん
︑
こ
れ
︑
知
っ
て
る
わ
な
︒
誰
の
句
？

Ｓ
ｎ

松
尾
芭
蕉
︒

Ｔ

そ
う
︒
ど
う
し
て
︑﹁
蛙
﹂
の
﹁
飛
び
こ
む
水
の
音
﹂︑
聞
こ
え
る
の
？

Ｓ
ｎ

わ
か
り
ま
せ
ん
︒

Ｔ

実
験
し
て
み
よ
う
か
︒
席
の
隣
近
所
で
好
き
な
こ
と
︑
し
ゃ
べ
っ
て
く

だ
さ
い
︒︵
ボ
ー
ル
ー
ペ
ン
を
︑
教
卓
に
落
と
す
︶︒
今
︑
ボ
ー
ル
ペ
ン
︑

落
と
し
た
音
が
聞
こ
え
た
人
︒
手
を
挙
げ
て
く
だ
さ
い
︒
誰
も
い
な
い
︒

じ
ゃ
あ
︑
次
︑
十
秒
間
だ
け
︑
静
か
に
し
て
く
だ
さ
い
︒
い
い
で
す
か
︒

︵
同
じ
よ
う
に
︑
ボ
ー
ル
ペ
ン
を
静
か
に
落
と
す
︶︒
聞
こ
え
た
人
？

(ほ
と
ん
ど
全
員
挙
手
︶︒
静
か
な
時
に
は
か
す
か
な
音
も
聞
こ
え
る
︒

寝
て
い
る
旅
人
の
耳
に
︑
宿
が
静
か
だ
っ
た
か
ら
︑﹁
幽
咽
す
る
﹂
声

が
聞
こ
え
た
ん
や
な
︒
時
間
が
無
く
な
っ
て
き
た
か
ら
︑
23
句
︑
急
い

で
説
明
す
る
︒﹁
天
明
﹂
は
︑
天
が
明
る
く
な
る
頃
︑﹁
夜
明
け
﹂︵
板

書
︶︒﹁
前
途
に
登
り
し
と
き
﹂︑
旅
人
が
︑
早
朝
に
︑﹁
旅
立
つ
と
き
﹂

︵
板
書
︶︒
じ
ゃ
あ
︑
最
後
の
11
の
謎
︑
逃
げ
た
は
ず
の
老
翁
が
︑
旅
人

に
別
れ
の
あ
い
さ
つ
に
出
た
ん
や
か
ら
括
弧
の
プ
ラ
ス

は
老
翁
で
す
︒

老
翁
︑
ど
こ
に
い
た
の
か
︑
最
後
の
謎
解
き
︑
推
理
︑
が
ん
ば
っ
て
み

よ
う
か
︒
括
弧
の
プ
ラ
ス

︑
老
翁
だ
っ
た
と
し
た
ら
⁝
⁝
︒﹁
老
翁
﹂︑

ど
こ
に
い
た
の
？

最
後
や
か
ら
︑
み
ん
な
で
自
由
に
推
理
︑
言
っ
て

く
だ
さ
い
︒

Ｎ
ｉ

お
じ
い
さ
ん
逃
げ
た
け
ど
︑
ど
っ
か
に
隠
れ
て
︑
役
人
と
お
ば
あ
さ
ん

の
や
り
と
り
を
こ
っ
そ
り
聞
い
て
て
︑
役
人
た
ち
が
い
な
く
な
っ
て
か

ら
︑
宿
に
戻
っ
た
ん
ち
ゃ
い
ま
す
？

Ｓ
ｍ

｢夜
﹂︑
や
っ
た
か
ら
︑
隠
れ
て
た
ら
見
え
へ
ん
し
⁝
⁝
︒

Ａ
ｒ

役
人
の
姿
を
見
て
一
度
逃
げ
た
け
ど
︑
役
人
が
帰
っ
た
の
を
ど
こ
か
で

見
て
て
宿
に
戻
っ
た
⁝
⁝
︒

Ｈ
ｙ

宿
に
こ
っ
そ
り
戻
っ
て
︑
お
嫁
さ
ん
と
二
人
で
︑
お
ば
あ
さ
ん
の
こ
と

や
息
子
の
こ
と
︑
今
後
の
こ
と
考
え
て
泣
い
て
い
た
︒
二
人
が
﹁
幽
咽

す
る
﹂
の
を
︑
旅
人
は
夜
中
に
聞
い
て
た
ん
ち
ゃ
い
ま
す
？

Ｔ

Ｈ
ｙ
さ
ん
が
言
っ
た
こ
と
︑
旅
人
が
聞
い
た
泣
く
声
は
︑
二
人
⁝
⁝
︒

Ｓ
ａ
さ
ん
は
孫
の
お
母
さ
ん
が
し
く
し
く
泣
い
て
た
っ
て
︑
言
っ
て
た

け
ど
︑
Ｈ
ｙ
さ
ん
は
二
人
で
⁝
⁝
︒
ど
っ
ち
か
な
⁝
⁝
︑
語
り
手
は
そ

れ
も
触
れ
て
な
い
⁝
⁝
︒
老
翁
が
宿
に
戻
っ
た
の
︑
い
つ
か
わ
か
ら
な

い
け
ど
⁝
⁝
︒
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Ｍ
ｉ

や
っ
ば
り
︑
夜
中
の
う
ち
に
こ
っ
そ
り
戻
っ
て
︑
朝
︑
作
者
に
別
れ
の

あ
い
さ
つ
し
た
⁝
⁝
︒
夜
中
泣
い
て
た
の
︑
こ
っ
そ
り
戻
っ
た
お
じ
い

さ
ん
と
お
嫁
さ
ん
と
二
人
︒
な
ん
で
︑
次
々
︑
こ
の
家
か
ら
人
が
い
な

く
な
る
ん
や
と
か
︑
戦
争
を
怨
ん
だ
り
し
て
⁝
⁝
︒

Ｔ

夜
中
に
泣
い
て
た
の
︑
孫
の
母
だ
け
か
お
じ
い
さ
ん
も
一
緒
だ
っ
た
の

か
⁝
⁝
︒
何
も
語
ら
れ
て
な
い
の
で
︑
永
遠
の
謎
や
な
︒
み
ん
な
︑
考

え
続
け
て
く
だ
さ
い
⁝
⁝
︒
時
間
︑
無
い
か
ら
︑
こ
の
宿
で
目
撃
し
た

こ
と
に
対
す
る
﹁
作
者
の
意
見
・
感
想⑪
﹂︵
板
書
︶
に
つ
い
て
意
見
交

換
し
て
終
わ
ろ
う
か
︒
誰
か
？

Ｎ
ｏ
く
ん
︑
ど
う
か
な
？

Ｎ
ｏ

先
生
︑
�
句
 
句
以
外
に
︑
作
者
の
生
の
声
︑
ど
こ
に
も
な
い
け
ど
︑

見
た
こ
と
︑
聞
い
た
こ
と
だ
け
し
か
書
か
れ
て
な
い
︒
作
者
の
意
見
︑

感
想
︑
わ
か
ら
へ
ん
⁝
⁝
︒

Ｔ

そ
う
や
な
︑
な
ん
で
杜
甫
は
書
か
へ
ん
の
や
ろ
か
︒
こ
の
点
︑
Ｍ
ｔ
く

ん
︑
ど
う
や
？

Ｍ
ｔ

カ
ト
ッ
チ
ョ
︑
な
ん
か
︑
ヒ
ン
ト
⁝
⁝
︒

Ｔ

そ
う
や
な
⁝
⁝
︒﹁
左
拾
遺
﹂︵
板
書
︶︒
こ
れ
︑
皇
帝
に
意
見
を
言
う

役
職
︒
杜
甫
は
そ
の
役
職
だ
っ
た
︒
し
か
し
︑
前
に
皇
帝
に
意
見
し
た

け
ど
受
け
入
れ
ら
れ
ず
に
︑
地
方
の
役
人
に
左
遷
さ
れ
て
い
た
︒
旅
の

途
中
で
泊
ま
っ
た
宿
で
目
撃
し
た
事
件
︒
こ
れ
︑
ヒ
ン
ト
⁝
⁝
︒

Ｍ
ｔ

杜
甫
は
役
人
や
し
︑
国
の
や
っ
て
る
こ
と
︑
直
接
き
つ
い
言
葉
︑
言
え

へ
ん
と
ち
ゃ
い
ま
す
︒
黙
っ
て
見
て
る
し
か
で
け
へ
ん
か
っ
た
ん
ち
ゃ

い
ま
す
︒
詩
に
も
書
け
な
か
っ
た
︒
見
た
こ
と
だ
け
書
い
て
︑
読
む
人

に
判
断
し
て
も
ら
う
し
か
な
か
っ
た
⁝
⁝
︒

Ｔ

な
る
ほ
ど
︑
鋭
い
⁝
⁝
︒
そ
う
い
う
こ
と
や
ろ
な
︒
そ
ろ
そ
ろ
終
わ
ろ

う
か
︒
最
後
に
︑
誰
か
︑
こ
の
詩
に
対
す
る
自
分
の
感
想
︑
言
っ
て
く

れ
る
か
︒
Ｏ
ｋ
く
ん
︑
ど
う
や
ろ
？

具
体
的
に
⁝
⁝
︒

Ｏ
ｋ

七
人
家
族
だ
っ
た
の
に
︑
今
は
︑
お
じ
い
さ
ん
と
孫
︑
そ
れ
と
お
嫁
さ

ん
し
か
残
っ
て
い
な
い
︒
息
子
二
人
は
戦
死
し
て
る
︒
お
ば
あ
さ
ん
ま

で
戦
地
へ
⁝
⁝
︒
こ
の
家
︑
こ
の
あ
と
大
変
や
と
⁝
⁝
︒
ホ
ン
マ
︑
こ

の
家
︑
ど
う
な
る
ん
や
ろ
か
⁝
⁝
︒

Ｔ

こ
の
家
︑
ホ
ン
マ
に
ど
う
な
る
ん
や
ろ
⁝
⁝
︒
作
者
の
生
の
意
見
︑
書

か
れ
て
な
く
て
も
︑
Ｏ
ｋ
く
ん
が
言
っ
て
く
れ
た
よ
う
に
︑
作
者
の
思

い
が
伝
わ
っ
て
く
る
︒
こ
の
詩
︑
千
二
百
年
以
上
も
前
に
創
ら
れ
た
の

に
︑
国
も
時
代
も
違
う
の
に
読
者
の
心
に
響
い
て
く
る
︒
今
の
君
ら
に

杜
甫
の
心
︑
伝
わ
っ
た
と
し
た
ら
︑
こ
の
詩
は
﹁
文
学
的
永
遠
性
﹂

︵
板
書
︶
を
獲
得
し
て
い
る
︒
じ
ゃ
あ
︑
終
わ
る
わ
な
︒
次
に
︑
時
代

を
少
し
遡
る
が
︑
杜
甫
の
社
会
詩
の
名
作
︑﹁
兵
車
行
﹂
の
詩
を
読
ん

で
い
く
︒
今
年
の
君
ら
の
授
業
態
度
︑
積
極
的
で
嬉
し
い
︒
ホ
ン
マ
︑

わ
し
︑
少
し
や
る
気
が
出
て
き
た
⁝
⁝
︒
や
る
気
︑
出
さ
せ
て
く
れ
て
︑

あ
り
が
と
う
︒︵
笑
い
︶︒
こ
れ
か
ら
も
︑
よ
ろ
し
く
な
︑
じ
ゃ
あ
︑
終

｢石
壕
吏
﹂︵
杜
甫
︶
の
実
践
報
告

三
八
〇



わ
り
ま
す
︒

三

生
徒
の
受
け
と
め
た
も
の

｢石
壕
吏
﹂
と
次
の
教
材
﹁
兵
車
行
﹂
の
授
業
後
︑
い
ず
れ
か
を
選
び
読
後

感
を
書
く
こ
と
を
課
題
と
し
た
︒
読
後
感
を
書
く
場
合
に
︑﹁
で
き
る
だ
け
作

品
の
語
句
を
用
い
て
︑
具
体
的
に
書
く
こ
と
﹂︑﹁
用
い
た
作
品
の
中
の
語
句
に

は
カ
ギ
括
弧
を
付
け
る
こ
と
﹂
の
二
点
を
指
示
し
た
︒

こ
の
指
示
は
︑
①
読
後
感
を
書
く
に
あ
た
っ
て
﹁
作
品
﹂
を
読
み
返
す
こ
と

︵
授
業
を
振
り
返
る
こ
と
︶︑
②
内
容
が
抽
象
的
観
念
的
に
な
ら
な
い
こ
と
︑
③

紋
切
り
型
の
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
よ
い
子
作
文
﹂
で
は
な
く
個
性
的
に
書
く
こ
と
を

期
待
し
た
た
め
で
あ
っ
た
︒
プ
リ
ン
ト
し
て
配
布
し
た
﹁
石
壕
吏
﹂
の
読
後
感

の
一
部
を
以
下
紹
介
す
る
︒



私
は
︑
三
つ
の
す
ご
い
こ
と
を
感
じ
た
︒
何
と
い
っ
て
も
︑
老
婦
は
す

ご
い
︑
の
一
言
に
つ
き
る
︒
こ
の
一
家
を
不
幸
の
ど
ん
底
に
し
た
﹁
徴
兵
﹂︑

﹁
二
男
は
新
た
に
戦
死
せ
り
﹂
と
︑
そ
し
て
﹁
死
せ
る
者
は
長
へ
に
已
む
﹂
と

役
人
に
向
か
っ
て
自
分
の
思
っ
て
る
こ
と
︑
辛
い
こ
と
を
堂
々
と
言
っ
て
い
る
︒

﹁
怒
る
﹂
役
人
に
負
け
な
い
で
︑
泣
き
な
が
ら
で
も
言
っ
て
い
る
︒
こ
の
点
が

す
ご
い
︒
さ
ら
に
す
ご
い
の
は
︑﹁
孫
﹂
や
﹁
そ
の
母
﹂
を
守
る
た
め
に
︑
戦

争
の
激
し
い
と
こ
ろ
へ
︑﹁
吏
に
従
ひ
て
夜
帰
か
ん
﹂
と
朝
飯
づ
く
り
︑﹁
晨

炊
﹂
に
役
立
つ
か
ら
と
申
し
出
た
こ
と
だ
︒
三
つ
目
は
︑
こ
の
宿
で
見
聞
き
し

た
出
来
事
を
︑
静
か
に
描
写
し
て
い
る
杜
甫
も
す
ご
い
︒

以
上
が
︑
私
の
感
じ
た
三
つ
の
す
ご
い
こ
と
だ
︒
こ
の
一
家
は
こ
の
あ
と
︑

ど
う
な
る
の
か
︒
老
婦
が
無
事
に
孫
の
と
こ
ろ
へ
戻
っ
て
く
る
こ
と
を
祈
り
た

い
︒
ま
だ
戦
死
し
て
い
な
い
﹁
一
男
﹂
も
⁝
⁝
︒︵
Ｋ
ｍ
さ
ん
︶︒

�

老
婦
が
恐
い
役
人
に
応
対
し
︑
家
の
中
に
は
︑
戦
い
に
行
け
る
者
は
だ

れ
も
い
な
い
︑
つ
ま
り
︑﹁
室
中
に
更
に
人
無
く

惟
だ
乳
下
の
孫
あ
る
の
み
﹂

と
役
人
に
言
っ
た
の
は
︑
き
っ
と
︑
息
子
三
人
も
戦
争
に
連
れ
て
行
っ
た
の
に
︑

乳
離
れ
し
て
い
な
い
﹁
孫
﹂︑
赤
ち
ゃ
ん
ま
で
も
連
れ
て
行
く
の
か
︑
と
い
う

怒
り
の
気
持
ち
を
込
め
た
も
の
だ
と
思
う
︒
二
人
の
子
供
は
す
で
に
戦
死
さ
せ

ら
れ
て
い
る
し
︑
老
婦
は
無
茶
苦
茶
悲
し
く
︑
ま
た
無
茶
苦
茶
怒
っ
て
い
る
と

思
う
︒﹁
存
す
る
者
は
且
く
生
を
偸
む
﹂
と
い
う
の
は
︑
手
紙
︵﹁
書
﹂︶
を
送

っ
て
き
た
﹁
一
男
﹂
だ
け
で
は
な
く
︑
老
婦
や
孫
や
孫
の
母
親
や
最
後
に
見
送

り
に
出
た
﹁
老
翁
﹂︑
全
部
の
事
だ
と
思
う
︒
こ
の
宿
の
全
員
が
︑
今
生
き
て

い
て
も
︑
こ
の
あ
と
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
︒﹁
且
く
生
を
偸
む
﹂
の
言
葉

に
︑
な
ん
か
︑
悲
し
い
響
き
が
あ
る
︒
役
人
は
︑
ま
た
逃
げ
た
﹁
老
翁
﹂
を
し

つ
っ
こ
く
捉
ま
え
に
く
る
の
か
⁝
⁝
︒︵
Ｎ
ｉ
さ
ん
︶︒

�

自
分
よ
り
﹁
孫
﹂
に
は
﹁
母
﹂
の
方
が
必
要
だ
と
考
え
︑
自
分
か
ら
進

ん
で
︑﹁
請
ふ
吏
に
従
ひ
て
夜
帰
か
ん
﹂
と
言
っ
た
老
婆
は
︑
本
当
に
孫
の
こ

と
を
大
事
に
思
っ
て
い
る
と
思
う
︒
生
き
残
っ
て
い
る
﹁
一
男
﹂
も
︑
無
事
帰

っ
て
こ
ら
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
︒﹁
孫
﹂
は
男
の
子
だ
と
思
う
︒
そ
う
す
る
と
︑
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こ
の
家
に
は
︑﹁
老
翁
﹂
以
外
に
は
︑
男
の
子
は
も
う
孫
し
か
残
っ
て
い
な
い
︒

だ
か
ら
︑﹁
老
婦
﹂
は
︑
こ
の
家
の
将
来
を
考
え
︑
大
き
く
な
っ
た
﹁
孫
﹂
に

こ
の
家
を
継
い
で
ほ
し
い
と
考
え
た
の
だ
と
思
う
︒
そ
れ
で
︑
自
分
は
﹁
力
衰

ふ
と
雖
も
﹂︑
朝
飯
ぐ
ら
い
は
つ
く
れ
る
か
ら
と
︑
兵
士
に
﹁
晨
炊
﹂
ぐ
ら
い

は
つ
く
れ
る
と
申
し
出
た
ん
だ
と
思
う
︒﹁
孫
﹂
を
守
る
こ
と
は
︑
こ
の
家
を

守
る
こ
と
だ
と
思
い
︑
役
人
に
﹁
急
に
﹂
行
こ
う
と
言
っ
た
の
だ
と
思
う
︒
怒

っ
て
る
役
人
に
家
の
中
に
入
ら
れ
て
︑﹁
孫
﹂
や
﹁
母
﹂
に
八
つ
当
た
り
さ
れ

な
い
よ
う
に
﹁
急
に
﹂
戦
場
の
﹁
河
陽
﹂
に
行
く
こ
と
を
申
し
出
た
ん
だ
と
思

う
︒︵
Ｋ
ａ
く
ん
︶︒

�

激
し
い
戦
争
が
行
わ
れ
て
い
る
場
所
︑﹁
河
陽
﹂
へ
︑﹁
老
婦
﹂
は
︑
何

で
︑
自
分
か
ら
進
ん
で
行
こ
う
と
し
た
の
か
︒
誰
だ
っ
て
自
分
の
命
が
大
事
な

の
だ
か
ら
︑
な
ぜ
︑
そ
ん
な
所
へ
自
分
か
ら
行
こ
う
言
い
出
し
た
の
か
︒
僕
は
︑

最
初
不
思
議
に
思
っ
て
い
た
︒
授
業
の
中
で
︑
役
人
が
﹁
老
翁
﹂
を
捉
ま
え
に

来
て
︑﹁
老
翁
﹂
が
逃
げ
て
し
ま
っ
た
ん
だ
か
ら
︑
い
く
ら
役
人
が
怒
っ
て
も

そ
の
う
ち
諦
め
て
帰
っ
て
行
く
と
思
っ
て
い
た
︒
そ
れ
は
甘
か
っ
た
︒
役
人
は
︑

手
ぶ
ら
で
帰
れ
な
い
の
だ
︒
だ
れ
か
を
連
れ
て
行
か
な
け
れ
ば
︑
下
っ
ぱ
役
人

は
上
司
に
怒
ら
れ
る
の
だ
︒
三
人
の
息
子
を
連
れ
て
行
か
れ
︑
今
度
は
﹁
老

翁
﹂
を
⁝
⁝
︒
し
か
し
︑﹁
室
中
﹂
に
は
兵
隊
に
な
れ
る
よ
う
な
﹁
人
﹂
は
い

な
い
︒﹁
乳
下
の
孫
﹂
と
﹁
母
﹂
し
か
い
な
い
︒﹁
孫
﹂
や
﹁
母
﹂
を
戦
場
へ
行

か
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
諦
め
な
い
﹁
吏
﹂
に
向
か
っ
て
自
分
が
行
く
と
言

う
し
か
な
か
っ
た
の
だ
︒
年
取
っ
て
﹁
力
﹂
は
な
い
け
ど
︑﹁
晨
吹
﹂
の
仕
事

ぐ
ら
い
で
き
る
か
ら
と
⁝
⁝
︒
残
さ
れ
た
﹁
孫
﹂
と
﹁
母
﹂
を
思
っ
て
︑
し
か

た
な
く
︑
戦
場
へ
行
く
こ
と
を
申
し
出
た
の
だ
︒
み
ん
な
の
意
見
を
聞
き
︑
謎

解
き
の
授
業
の
中
で
︑
自
分
の
甘
さ
と
考
え
の
浅
さ
を
知
っ
た
︒
今
年
の
授
業

は
︑
か
な
り
深
い
︒︵
Ｈ
ａ
く
ん
︶︒

�

"
と
%
の
﹁
謎
﹂
が
解
け
た
と
き
︑
こ
の
﹁
老
嫗
﹂
の
思
い
が
よ
く
分

か
り
ま
し
た
︒
本
当
は
︑
お
ば
あ
さ
ん
は
︑
実
家
に
戻
ら
ず
に
い
て
く
れ
る
お

嫁
さ
ん
と
﹁
孫
﹂
の
世
話
を
し
な
が
ら
︑
そ
ば
に
い
た
か
っ
た
に
違
い
な
い
と

思
い
ま
し
た
︒
息
子
さ
ん
三
人
も
戦
争
に
連
れ
て
行
か
れ
︑
そ
の
う
ち
︑
二
人

が
す
で
に
戦
死
し
て
い
ま
す
︒
残
り
の
息
子
さ
ん
も
ど
う
な
る
か
分
か
り
ま
せ

ん
︒﹁
且
く
生
を
偸
む
﹂
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︑
命
の
保
証
は

あ
り
ま
せ
ん
︒
三
人
と
も
戦
死
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
お
ば
あ
さ
ん

に
残
さ
れ
て
い
る
の
は
︑﹁
孫
﹂
だ
け
な
の
で
す
︒
お
ば
あ
さ
ん
は
︑
こ
の
お

孫
さ
ん
だ
け
は
何
と
し
て
も
守
り
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
︒
そ
の
た
め
に
﹁
河

陽
﹂
へ
自
分
か
ら
行
く
と
い
う
悲
し
い
申
し
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
で
す
︒
役
人
が
家
の
中
に
入
ら
ぬ
よ
う
に
し
て
︑
こ
の
宿
の
唯
一
の
子
供

︵
孫
︶
を
守
る
た
め
に
﹁
急
に
﹂
行
き
ま
し
ょ
う
と
申
し
出
た
の
だ
と
思
い
ま

す
︒﹁
孫
﹂
と
離
れ
る
こ
と
は
︑
お
ば
あ
さ
ん
に
と
っ
て
は
﹁
断
腸
の
思
い
﹂

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
︒
強
く
て
優
し
い
お
ば
あ
さ
ん
は
︑
必
ず
︑
お
孫
さ
ん
の

待
っ
て
い
る
家
に
戻
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
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追
伸

カ
ト
ッ
チ
ョ
︑﹁
謎
解
き
﹂
の
授
業
︑
楽
し
か
っ
た
よ
！
！

杜
甫
っ
て
︑
ヤ
ッ
パ
︑
天
才
！
！

︵
Ｍ
ｏ
さ
ん
︶

生
徒
の
読
後
感
に
対
す
る
分
析
を
︑﹁
は
じ
め
に
﹂
に
記
し
た
﹁
同
志
社
香

里
﹃
教
育
研
究
誌
﹄
36
号
﹂
に
記
し
た
が
省
略
す
る
︒︵
文
中
の
﹁
カ
ト
ッ
チ

ョ
﹂
は
︑
生
徒
・
教
師
の
私
に
対
す
る
呼
称
︶︒

ま
と
め
に
か
え
て

重﹅

い﹅

教﹅

材﹅

を
教
室
で
︿
読
む
﹀
こ
と
が
年
々
困
難
に
な
っ
て
き
て
い
る
︒

社
会
全
体
の
軽
佻
浮
薄
な
文
化
的
状
況
︑
政
治
的
社
会
的
に
腐
敗
堕
落
し
た

現
実
の
中
で
生
き
︑
真
実
を
覆
い
隠
さ
れ
て
い
る
生
徒
た
ち
は
そ
れ
で
も
日
々

を
懸
命
に
生
き
て
い
る
︒
一
方
︑﹁
教
室
﹂
は
生
徒
た
ち
が
求
め
る
真
実
を
学

び
た
い
と
い
う
要
求
に
応
え
ら
れ
て
い
な
い
︒
い
わ
ば
﹁
偏
差
値
王
朝
﹂
と
も

い
う
べ
き
現
場
に
あ
っ
て
︑﹁
点
取
り
競
争
＝
偏
差
値
向
上
競
争
﹂
に
巻
き
込

ま
れ
教
師
は
︑﹁
数
字
管
理
者
﹂
と
し
て
﹁
格
差
社
会
﹂
を
生
み
出
す
先
兵
役

を
果
た
し
て
い
る
︒
私
も
そ
の
一
人
で
あ
る
と
自
省
し
て
い
る
︒

文
学
教
育
の
基
本
は
教
材
の
中
の
一
語
一
文
を
丁
寧
に
︿
読
む
﹀
こ
と
で
あ

る
と
考
え
る
︒
そ
の
上
で
︑
文
学
教
育
の
果
た
す
役
割
は
︑
教
室
の
中
で
他
者

︵
友
人
や
教
師
︶
と
自
由
に
語
り
合
い
イ
メ
ー
ジ
を
出
し
合
い
な
が
ら
︵
相
互

に
刺
激
し
合
い
な
が
ら
︶︑
自
己
と
世
界
の
認
識
を
深
め
︑
真
実
を
見
極
め
る

主
体
形
成
︑
行
動
主
体
形
成
に
寄
与
す
る
こ
と
に
あ
る
と
し
た
い
︒
し
か
し
︑

今
︑
教
養
主
義
的
な
授
業
や
﹁
点
取
り
競
争
﹂
と
化
し
た
授
業
︵
読
ま
な
い
＝

読
ま
せ
な
い
＝
考
え
さ
せ
な
い
授
業
︶
が
全
国
的
に
蔓
延
し
て
い
る
︒

日
本
古
典
や
日
本
漢
文⑫
︑
漢
文
︵
漢
詩
︶
を
文﹅

学﹅

教
育
と
し
て
成
立
さ
せ
る

に
は
多
く
の
課
題
が
あ
る
︒
そ
の
一
つ
に
言
語
抵
抗
が
あ
る
︒
生
徒
が
言
語
抵

抗
を
乗
り
越
え
︑
そ
の
先
に
あ
る
豊
か
な
世
界
を
生
徒
に
は
手
に
入
れ
て
ほ
し

い
と
願
う
︒
そ
の
た
め
に
は
︑
古
典
文﹅

学﹅

教
育
の
方
法
論
︑
指
導
過
程
論
︑
何

よ
り
も
教
師
が
社
会
状
況
を
見
据
え
︑
生
徒
の
現
実
的
課
題
や
問
題
意
識
に
合

致
す
る
教
材
開
発
や
教
材
研
究
を
す
る
と
と
も
に
︑
各
時
代
の
文
学
研
究
と
文﹅

学﹅

教
育
と
を
架
橋
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
る
︒

注①

﹁
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
国
語
編
﹂︵
文
部
科
学
省
・
教
育
出
版
社
・
平
成
二
十

二
年
六
月
十
五
日
発
行
︶
の
﹁
内
容
の
取
扱
い
﹂
に
古
典
の
﹁
教
材
﹂
に
関
す
る
事

項
は
各
科
目
ご
と
に
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
︒

｢国
語
総
合
﹂
は
﹁
古
典
を
教
材
と
し
た
授
業
時
数
と
近
代
以
降
の
文
章
を
教
材

と
し
た
割
合
は
︑
お
お
む
ね
同
等
と
す
る
こ
と
を
目
安
と
し
て
︑
生
徒
の
実
態
に
応

じ
て
適
切
に
定
め
る
こ
と
︒
な
お
︑
古
典
に
お
け
る
古
文
と
漢
文
の
割
合
は
︑
一
方

に
偏
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
﹂︵﹁
授
業
の
割
合
﹂︶︑﹁
古
典
の
教
材
に
つ
い
て
は
︑

表
記
を
工
夫
し
︑
注
釈
︑
傍
注
︑
現
代
語
訳
な
ど
を
適
切
に
用
い
︑
特
に
漢
文
に
つ

い
て
は
︑
必
要
に
応
じ
て
書
き
下
し
文
を
用
い
る
な
ど
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
す
る

こ
と
︒
ま
た
︑
古
典
に
関
す
る
近
代
以
降
の
文
章
を
含
め
る
こ
と
﹂︵﹁
古
典
の
教

材
﹂︶
と
あ
り
︑
割
合
︑
教
材
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
︒

｢古
典
Ａ
﹂
で
は
﹁
教
材
に
は
︑
古
典
に
関
す
る
近
代
以
降
の
文
章
を
含
め
る
こ
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と
︒
ま
た
︑
必
要
に
応
じ
て
日
本
漢
文
︑
近
代
以
降
の
文
語
文
や
漢
詩
文
な
ど
を

用
い
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
﹂︵﹁
教
材
の
種
類
﹂︶
と
し
︑﹁
日
本
漢
文
﹂
の
教
材
に

つ
い
て
触
れ
て
い
る
︒

｢古
典
Ｂ
﹂
に
は
﹁
古
文
及
び
漢
文
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項
﹂
に
﹁
古
文
及
び

漢
文
の
両
方
を
取
り
上
げ
る
も
の
と
し
︑
一
方
に
偏
ら
な
い
よ
う
に
す
る
﹂
と
あ
り
︑

﹁
教
材
の
種
類
﹂
の
項
で
は
︑﹁
教
材
に
は
︑
日
本
漢
文
を
含
め
る
こ
と
︒
ま
た
︑
必

要
に
応
じ
て
近
代
以
降
の
文
語
文
や
漢
詩
文
︑
古
典
に
つ
い
て
の
評
論
文
な
ど
を
用

い
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
﹂
と
し
︑﹁
日
本
漢
文
﹂
を
強
調
す
る
︒

②

桑
原
武
夫
﹁
白
楽
天
の
社
会
詩
は
人
類
の
歴
史
の
上
で
の
一
つ
の
輝
か
し
い
宝
﹂

︵﹃
新
唐
詩
選
続
編
﹄
吉
川
幸
次
郎
と
共
著
︶︒
以
後
﹁
社
会
詩
﹂
の
用
語
が
定
着
す

る
︒

③

教
材
は
書
き
下
し
文
を
付
し
た
プ
リ
ン
ト
を
配
布
し
た
︵
教
材
参
照
︶︒
授
業
で

用
い
る
教
材
は
全
て
同
様
に
し
て
い
る
︒
授
業
後
に
は
﹁
過
保
護
﹂
を
意
識
し
つ
つ

も
現
代
語
訳
の
プ
リ
ン
ト
も
配
布
し
た
︒

④

﹁
走
﹂
を
使
用
教
科
書
で
は
﹁
走は
し

り
﹂
と
訓
読
し
て
い
る
︒﹃
漢
字
源
﹄
の
﹁
走
﹂

の
項
②

は
﹃︷
動
︸
に
げ
る
︵
に
ぐ
︶︒
は
や
足
で
に
げ
る
﹂
と
し
︑﹁
遁
走
︵
ト

ン
ソ
ウ
︶﹂﹁
三
十
六
策
︑
走
グ
ル
ハ
是
レ
上
計
ナ
リ
﹂
南
斉
書
﹂﹄
の
用
例
を
挙
げ

て
い
る
︒
場
面
の
状
況
を
踏
ま
え
﹁
走に

げ
﹂
と
し
た
︒
ま
た
新
釈
漢
文
大
系
90
﹃
史

記
﹄
列
伝
三
﹁
淮
陰
侯
列
傳
﹂
は
︑﹁
趙
見
㆓

我
走
㆒︑
必
空
㆑

壁
我
㆑

遂
︵
趙
︑
我
が
走

ぐ
る
を
見
る
や
︑
必
ず
壁
を
空
し
く
し
て
我
を
遂
は
ん
︶﹂︑﹁
於
㆑

是
信
・
張
耳
︑
詳

弃
㆓

鼓
旗
㆒

走
㆓

水
上
軍
㆒

︵
是
に
於
て
信
・
張
耳
︑
詳
り
て
鼓
旗
を
弃
て
水
の
上
の
軍

に
走
ぐ
︶﹂
等
の
﹁
走
﹂
を
﹁
走に

ぐ
﹂
と
訓
読
す
る
︒
こ
の
点
も
参
考
に
し
た
︒

⑤

﹁
老
翁
﹂
が
﹃
悪
い
こ
と
﹄
を
し
た
か
ら
﹁
吏
︵
役
人
︶
が
捉
ま
え
に
き
た
﹂
と

い
う
意
見
は
想
定
外
の
意
見
で
あ
っ
た
︒
こ
の
詩
の
時
代
︑
背
景
︑
唐
の
徴
兵
と
無

関
係
な
意
見
で
あ
る
︒
い
わ
ゆ
る
誤
読
で
は
あ
る
が
︑
こ
の
﹁
誤
読
﹂
を
生
か
す
こ

と
に
よ
っ
て
︿
読
み
﹀
を
深
め
る
も
の
と
判
断
し
新
た
な
﹁
謎
﹂
の
提
示
と
し
た
︒

﹁
誤
読
﹂
も
授
業
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
︒

⑥

あ
る
場
面
に
お
い
て
︑
登
場
人
物
の
様
子
や
心
情
︑
表
情
な
ど
の
イ
メ
ー
ジ
を
出

し
合
い
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
︑
動
作
化
し
て
教
室
で
交
流
し
合
う
こ
と
に
し
て
い
る
︒

表
現
さ
れ
て
い
な
い
登
場
人
物
の
発
し
た
で
あ
ろ
う
言
葉
︵
セ
リ
フ
︶
を
イ
メ
ー
ジ

し
て
創
作
し
て
も
ら
う
場
合
も
あ
る
︒
時
に
は
荒
唐
無
稽
な
こ
と
を
言
う
生
徒
も
い

る
が
︑
概
し
て
︑
形
象
を
深
く
読
み
合
う
方
法
と
し
て
有
効
で
あ
る
︒
他
者
の
イ
メ

ー
ジ
か
ら
刺
激
を
受
け
自
己
の
イ
メ
ー
ジ
を
交
流
し
そ
れ
を
教
室
で
共
有
し
合
う
こ

と
で
互
い
の
︿
読
み
﹀
が
深
ま
り
を
見
せ
る
︒﹁
イ
メ
ー
ジ
読
み
﹂
と
名
づ
け
︑
長

年
︑
古
典
︵
日
本
古
典
︶
や
漢
文
の
授
業
に
お
い
て
実
践
し
続
け
て
き
た
︒
生
徒
た

ち
の
直﹅

観﹅

的
な
イ
メ
ー
ジ
力
に
よ
っ
て
教
材
の
︿
読
み
﹀
が
深
ま
り
︑
そ
こ
か
ら
立

ち
上
が
る
生
徒
の
︿
読
み
﹀
を
文﹅

学﹅

教
育
の
根
幹
に
据
え
た
い
︒

⑦

漢
文
︵
漢
詩
︶
の
授
業
で
は
︑
時
折
︑
古
典
の
文
法
的
事
項
の
説
明
を
す
る
︒
漢

文
︵
漢
詩
︶
の
訓
読
は
古
代
人
の
先
達
に
よ
る
日
本
語
訳
で
あ
り
︑
書
き
下
し
文
を

読
む
に
は
古
典
を
読
む
力
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
︒
古
代

か
ら
現
代
ま
で
読
ま
れ
て
い
る
漢
文
を
﹁
日
本
古
典
﹂
と
し
て
扱
い
読
ん
で
も
よ
い

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒

⑧


時
間
目
で
�
句
の
﹁
捉
﹂
を
﹁
捕
捉
﹂︑
�
時
間
目
で
11
句
の
﹁
存
﹂
の
上
に

﹁
生
﹂
の
字
を
加
え
﹁
生
存
﹂︑
12
句
の
﹁
死
﹂
の
下
に
﹁
亡
﹂
を
加
え
﹁
死
亡
﹂
と

す
る
こ
と
︑
つ
ま
り
︑
生
徒
が
身
に
つ
け
て
い
る
﹁
熟
語
﹂
で
考
え
る
こ
と
を
指
導

し
た
︒
生
徒
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
は
有
効
な
方
法
で
あ
る
︑
こ
の
後
の
﹁
急
﹂

は
﹁
早
急
﹂︑﹁
役
﹂
は
﹁
労
役
﹂
を
︑
時
間
の
都
合
で
授
業
者
が
提
示
し
﹁
熟
語
﹂

を
意
識
さ
せ
た
︒

⑨

漢
文
に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
字
を
︑
生
徒
に
馴
染
み
の
あ
る
漢
字
に
置
換
す
る
こ

と
で
︑
生
徒
の
理
解
を
容
易
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
例
え
ば
︑﹁
踰
﹂
は
﹁
越
﹂︑

﹁
前
﹂
は
﹁
進
﹂︑﹁
偸
﹂
は
﹁
盗
﹂︑﹁
已
﹂
は
﹁
止
﹂︑﹁
長
﹂
は
﹁
永
﹂
な
ど
に
置

換
す
る
︒
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⑩

数
式
は
宿
の
一
家
が
徴
兵
の
た
め
に
こ
の
家
を
去
っ
た
状
況
を
端
的
に
示
す
た
め

で
あ
り
︑
投
宿
し
た
旅
人
と
﹁
老
婦
﹂
の
戦
場
行
き
の
犠
牲
に
よ
っ
て
徴
兵
を
逃
れ

た
﹁
老
翁
﹂
を
意
識
化
さ
せ
る
方
便
で
あ
る
︒

⑪

﹁
石
壕
吏
﹂
に
は
作
者
が
直
接
的
に
主
観
を
述
べ
る
語
句
は
な
い
︒
か
つ
て
︑﹁
左

拾
遺
﹂
の
地
位
に
あ
っ
た
作
者
は
︑﹁
石
壕
村
﹂
に
投
宿
し
︑
こ
の
宿
を
襲
っ
た
悲

惨
な
徴
兵
の
実
態
を
目
撃
し
た
と
き
︑
左
遷
さ
れ
た
一
地
方
役
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
︒

杜
甫
は
︑
民
を
襲
っ
た
悲
惨
な
徴
兵
に
抗
す
べ
き
有
効
な
術
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
︒

こ
の
宿
に
起
き
た
実
相
を
︑
客
観
的
に
描
写
す
る
方
法
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
逆
に
こ
の
表
現
方
法
に
よ
っ
て
﹁
石
壕
﹂
の
宿
に
起
き
た
一
事
件
は
普
遍

的
な
事
件
と
な
り
︑
そ
の
悲
劇
性
を
読
者
に
リ
ア
ル
に
伝
え
る
と
い
う
効
果
を
生
み

出
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
表
現
法
に
よ
っ
て
﹁
石
壕
吏
﹂
の
詩
は
︑
今
日
の
読

者
の
心
に
響
き
繋
が
る
﹁
文
学
的
永
遠
性
﹂︵
文
学
的
真
実
性
︶
を
獲
得
し
た
と
言

え
る
︒
生
徒
に
こ
の
こ
と
を
認
識
し
て
ほ
し
い
と
意
識
し
た
提
起
で
あ
る
︒

⑫

注
①
に
同
じ
︒﹁
学
習
指
導
要
領
﹂
の
﹁
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に

関
す
る
事
項
﹂
は
︑
高
校
に
お
い
て
﹁
日
本
古
典
﹂
と
と
も
に
漢
文
・
漢
詩
の
授
業

が
今
後
重
き
を
な
し
︑﹁
日
本
漢
文
﹂
が
重
要
視
さ
れ
る
と
予
想
さ
れ
る
︒
今
後
の

﹁
日
本
漢
文
﹂
の
教
材
開
発
の
折
に
は
︑
菅
原
道
真
の
讃
岐
時
代
や
太
宰
府
流
謫
後

の
︑
日
本
の
﹁
社
会
詩
﹂
と
も
い
う
べ
き
漢
詩
を
視
野
に
入
れ
た
教
材
研
究
と
実
践

を
期
待
し
た
い
︒
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18

請フ

従ヒ
㆑ テ

吏

夜ニ

帰カ
ン

請こ

ふ

吏り

に
従
し
た
が

ひ
て
夜よ
る

に
帰
お
も
む

か
ん

19

急ギ

応ゼ
㆓ バ

河

陽ノ

役ニ
㆒

急い
そ

ぎ
河か

陽よ
う

の
役え
き

に
応お
う

ぜ
ば

20

猶ホ

得ン
㆑ ト

備ハ
㆓ ル
ヲ

晨

炊ニ
㆒

猶な

ほ
晨し
ん

炊す
い

に
備そ
な

は
る
を
得え

ん
と

21

夜

久シ
ク
シ
テ

語

声

絶エ

夜よ
る

久ひ
さ

し
く
し
て

語ご

声せ
い

絶た

え

22

如シ
㆑

聞ク
㆓ ガ

泣イ
テ

幽

咽ス
㆒ ル
ヲ

泣な

い
て
幽ゆ
う

咽え
つ

す
る
を
聞き

く
が
ご
と
し

23

天

明

登リ
㆓ シ
ト
キ

前

途ニ
㆒

天て
ん

明め
い

前ぜ
ん

途と

に
登の
ぼ

り
し
と
き

24

独リ

与
㆓

老

翁
㆒

別レ
シ
ノ
ミ

独ひ
と

り

老ろ
う

翁お
う

と
別わ
か

れ
し
の
み

﹇
メ
モ
に
使
っ
て
く
だ
さ
い
﹈

教
材

石

壕ノ

吏
︹
唐
︺
杜と

甫ほ

石せ
き

壕ご
う

の
吏り



暮ニ

投ズ
㆓ ル
ニ

石

壕ノ

邨ニ
㆒

暮く
れ

に
石せ
き

壕ご
う

の
邨む
ら

に
投と
う

ず
る
に

�

有リ
㆑

吏

夜

捉フ
㆑

人ヲ

吏り

有あ

り

夜よ
る

人ひ
と

を
捉と
ら

ふ

�

老

翁

踰エ
㆑ テ

墻ヲ

走ゲ

老ろ
う

翁お
う

墻か
き

を
踰こ

え
て
走に

げ

�

老

婦

出デ
㆑ テ

門ヲ

看ル

老ろ
う

婦ふ

門も
ん

を
出い

で
て
看み

る

�

吏ノ

呼ブ
ハ

一ニ

何ゾ

怒レ
ル

吏り

の
叫さ
け

ぶ
は

一い
つ

に
何な
ん

ぞ
怒い
か

れ
る

 

婦ノ

啼ク
ハ

一ニ

何ゾ

苦シ
キ

婦ふ

の
啼な

く
は

一
に
何
ぞ
苦く
る

し
き

!

聴ク
㆓ ニ

婦ノ

前ミ
テ

致ス
ヲ㆒㆑

詞ヲ

婦ふ

の
前す
す

み
て
詞
こ
と
ば

を
致い
た

す
を
聴き

く
に

"

三

男ハ

鄴

城ニ

戍レ
リ

三さ
ん

男だ
ん

は

鄴
ぎ
よ
う

城
じ
よ
う

に
戌ま
も

れ
り

%

一

男

附シ
㆑ テ

書ヲ

至ラ
シ
メ

一い
ち

男だ
ん

書し
よ

を
附ふ

し
て
至い
た

ら
し
め

10

二

男ハ

新タ
ニ

戦

死セ
リ
ト

二じ

男だ
ん

は

新あ
ら

た
に
戦せ
ん

死し

せ
り
と

11

存ス
ル

者ハ

且ラ
ク

偸ム
㆑ モ

生ヲ

存そ
ん

す
る
者も
の

は

且し
ば

ら
く
生せ
い

を
偸ぬ
す

む
も

12

死セ
シ

者ハ

長ヘ
ニ

已メ
リ

矣

死し

せ
し
者も
の

は

長
と
こ
し

へ
に
已や

め
り

13

室

中

更ニ

無ク
㆑

人

室し
つ

中
ち
ゆ
う

更さ
ら

に
人ひ
と

無な

く

14

惟ダ

有ル
㆓ ノ
ミ

乳

下ノ

孫
㆒

惟た

だ

乳
に
ゆ
う

下か

の
孫ま
ご

有あ

る
の
み

15

孫ニ

有リ
㆑

母

未ダ
㆑
ル
モ

去ラ

孫
に
母は
は

有あ

り

未い
ま

だ
去さ

ら
ざ
る
も

16

出

入ニ

無シ
㆓

完

裙
㆒

出
し
ゆ
つ

入
に
ゆ
う

に

完か
ん

裙く
ん

無な

し

17

老

嫗

力ハ

雖モ
㆑

衰タ
リ
ト

老ろ
う

媼う

力
ち
か
ら

は
衰
お
と
ろ

へ
た
り
と
雖
い
へ
ど

も

｢石
壕
吏
﹂︵
杜
甫
︶
の
実
践
報
告

三
八
六


