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今
回
は
児
童
文
章
史
の
研
究
に
本
格
的
に
取
り
組
み
た
い
と
念
じ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
綴
方
、
作
文
を
指
導
す
る
教
師
や
大
人
の
立
場
か
ら
で
は
な

く
、
表
現
の
主
体
で
あ
る
、
子
ど
も
の
立
場
か
ら
、

つ
ま
り
、
学
習
す
る
書

き
手
の
立
場
か
ら
観
察
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
子
ど
も
の
内
的

必
然
性
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
は
、
子
ど
も
が
文
章
を
書

く
、
意
欲
・
意
志
、

つ
ま
り
、
書
か
ざ
る
を
得
な
い
子
ど
も
の
必
然
性
も
問

題
に
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
子
ど
も
が
自
分
の
生
き
て
い
る

生
活
を
ど
う
把
握
し
、
ど
の
よ
う
に
変
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
も
視
座
に

据
え
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

亀
村
五
郎
氏
は
、
そ
の
著
『
子
ど
も
を
は
げ
ま
す

赤
ペ
ん
《
評
語
》
の

書
き
方
』
(
百
合
出
版

一
九
九
五
年
九
月
)

の
「
な
ぜ
赤
べ
ん
を
に
ぎ
る

の
か
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
重
要
な
指
摘
を
す
る
。

:
:
:
教
師
が
赤
べ
ん
を
使
っ
て
子
ど
も
の
文
章
に
、
何
か
書
い
て
や
る

と
い
う
こ
と
は
、
子
ど
も
が
、
自
分
の
生
活
(
学
習
も
含
む
)
を
も
と
に

し
た
こ
と
に
よ
る
身
の
ま
わ
り
の
事
実
や
、
そ
の
事
実
に
よ
っ
て
動
か
さ

れ
た
心
を
表
現
し
た
も
の
と
、
そ
れ
を
読
み
と
っ
て
心
を
動
か
し
た
教
師
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岡

屋

日百

雄

の
つ
な
が
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
た
し
か
で
す
。

こ
の
つ
な
が
り
を
も
と
に
し
て
、
教
師
が
、
自
分
の
受
け
持
つ
子
ど
も

た
ち
の
発
達
の
た
め
に
、
教
育
と
し
て
、
何
を
こ
の
子
ど
も
に
言
っ
て
や

っ
た
ら
い
い
か
と
考
え
、
書
き
つ
け
る
の
が
、
赤
ぺ
ん
の
評
語
で
あ
る

と
、
私
は
思
う
の
で
す
。

こ
う
し
て
考
え
て
き
ま
す
と
、
赤
ぺ
ん
に
よ
る
受
け
答
え
は
、
教
師
と

子
ど
も
の
心
の
交
流
で
す
し
、
教
育
と
い
う
場
に
お
け
る
人
間
と
人
間
の

個
性
的
な
ふ
れ
あ
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
き
ま
す
。
赤
べ
ん
を
使
つ

て
、
文
章
で
子
ど
も
に
書
き
つ
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
市
販
の
で
き
あ
い

の
ハ
ン
コ
と
は
ち
が
い
ま
す
。
た
と
え
、

一
行
で
あ
っ
て
も
半
行
で
あ
っ

て
も
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
子
ど
も
た
ち
に
、
全
く
同
じ
字
で
書
く
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
す
。

し
か
も
、
赤
ぺ
ん
で
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
多
数
の
子
ど
も
た
ち
を
対

象
に
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、

一
対
一
の
も
の
で
す
。
す
な

わ
ち
、
教
師
が
、
そ
こ
に
あ
る
文
章
を
書
い
た
子
ど
も
に
対
し
て
、
そ
の

文
章
の
そ
ば

(
た
い
て
い
は
あ
と
が
き
の
形
に
な
る
が
)
に
書
き
つ
け
る



児
童
文
章
史
の
研
究
(
問
屋
昭
雄
)

も
の
で
す
か
ら
、
個
性
的
で
あ
る
と
同
時
に
個
人
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と

も
い
え
ま
す
。

つ
ま
り
、
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
長
年
、
綴
方
作
文
教
師
と
し
て

の
実
践
の
結
果
か
ら
得
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
作
文
は
教
科

と
い
う
狭
い
枠
で
捉
え
る
こ
と
な
く
、
人
生
科
と
し
て
の
性
格
を
担
っ
て
い

る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
綴
方
・
作
文
に
よ
る
人
間
形
成
を
意
図
す
る

も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
教
師
の
「
評
認
巴
は
「
自
分
の
受
け
持
つ
子

ど
も
た
ち
の
発
達
の
た
め
に
、
教
育
と
し
て
、
何
を
こ
の
子
ど
も
に
言
っ
て

は

じ

め

に

北
海
道
綴
方
連
盟
が
発
足
す
る
機
縁
と
な
っ
た
の
は
函
館
常
磐
小
学
校
の
尋
四

菅
原
奈
名
夫
の
「
ナ
ッ
ト
売
り
」
の
綴
方
で
あ
っ
た
と
北
海
道
綴
方
連
名
の
リ

ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
坂
本
亮
の
告
白
で
あ
る
。
指
導
者
は
、
小
笠
原
文
次
郎
で
あ

る
。
小
笠
原
も
後
に
、
坂
本
の
誘
い
で
連
盟
の
一
員
と
な
る
。

そ
の
綴
方
を
次
に
紹
介
す
る
。

{
と
て
も
寒
い
目
}

お
天
気
の
よ
い
、
し
ば
れ
る
日
で
あ
り
ま
し
た
。
学
校
か
ら
帰
っ
て
、
兄
さ

ん
と
お
さ
ら
ひ
を
し
て
ゐ
ま
す
と
、
お
針
を
し
て
ゐ
た
お
母
さ
ん
が
「
ナ
ッ
ト

や
さ
ん
」
と
呼
び
ま
し
た
。
を
か
し
い
な
と
思
っ
て
ふ
り
か
へ
っ
て
み
ま
し

に
ち

た
。
す
る
と
、
お
と
な
り
の
日
さ
ん
に
来
る
松
風
町
の
ナ
ッ
ト
や
さ
ん
で
し

た
。
お
母
さ
ん
は
、
ナ
ッ
ト
や
さ
ん
に
、

や
っ
た
ら
い
い
か
と
考
え
、
書
き
つ
け
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
赤
ぺ
ん

に
よ
る
受
け
答
え
は
、
教
師
と
子
ど
も
の
心
の
交
流
で
あ
る
」
と
断
言
す
る

亀
村
氏
の
意
見
は
傾
聴
に
値
す
る
。
こ
の
こ
と
は
児
童
文
章
史
成
立
の
基
底

に
位
置
し
て
重
要
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

児
童
文
章
史

綴
方
・
作
文
生
活
を
書
く

表

よ
い
文
章

現
技
術

表
現
す
る
内
容

「
今
、
家
の
人
が
居
な
く
て
、
と
て
も
こ
ま
る
の
で
、
こ
の
子
二
人
に
ナ
ッ
ト

売
り
を
さ
せ
た
い
と
思
っ
て
:
:
:
」
と
ね
が
っ
て
ゐ
ま
す
。
兄
さ
ん
も
顔
を
下

げ
て
み
て
ゐ
ま
し
た
。
ナ
ッ
ト
や
さ
ん
は
、

「
そ
う
で
す
か
、
そ
れ
は
気
の
毒
だ
ネ
」
と
云
っ
て
六
拾
銭
代
ナ
ッ
ト
を
置
い

て
行
き
ま
し
た
。

ナ
ッ
ト
や
さ
ん
の
出
て
行
く
の
を
ま
ど
か
ら
見
ま
し
た
。
空
の
色
が
鉛
色
に

な
っ
て
雪
が
ふ
り
さ
う
で
し
た
。
お
母
さ
ん
は
私
た
ち
の
後
ろ
に
来
て
ゐ
ま
し

た「
父
さ
ん
は
、
三
月
の
末
で
な
け
れ
ば
帰
ら
な
い
し
、
母
さ
ん
も
こ
の
子
供
た

ち
を
相
手
に
し
て
ゐ
て
は
、
思
ふ
や
う
に
か
せ
げ
な
い
の
で
、
ほ
ん
た
う
に
す

ま
な
い
と
思
ふ
が
、
ナ
ッ
ト
売
り
を
し
て
:
:
:
た
の
む
よ
:
:
:
」
と
云
っ
て
下

を
見
て
泣
き
ま
し
た
。
兄
さ
ん
も
泣
い
て
、

「
い
や
だ
/
¥
」
と
云
ひ
ま
し
た
。
僕
も
泣
き
た
く
な
り
ま
し
た
が
、

「
兄
さ
ん
、
ナ
ッ
ト
売
り
だ
っ
て
、

一
つ
の
親
孝
行
だ
よ
」
と
云
っ
て
力
を
つ



け
て
や
り
ま
し
た
。

そ
の
晩
、
と
こ
に
入
っ
て
か
ら
兄
さ
ん
と
二
人
で
顔
を
見
合
は
せ
て
、

一--， --， 

う兄
んさ
、ん

し
ん父
ぽZさ
しん
よが
う 帰
Lー J¥ 

る
ま
で
や

ら
っ
さ
L一ー

と
云
ひ
合
ひ
ま
し
た
。
明
日
の
朝
か
ら
は
き
っ
と
出
か
け
る
こ
と
に
か
た
く
き

め
ま
し
た
。
な
か
/
1
1
ね
む
ら
れ
な
か
っ
た
。
風
に
小
さ
い
あ
ら
れ
が
ま
じ
っ

て
パ
チ
/
¥
と
音
が
し
て
ゐ
ま
し
た
。

次
の
朝
、
は
っ
と
思
っ
て
と
び
起
き
ま
し
た
。
時
計
は
五
時
前
で
し
た
。

「
今
日
か
ら
、
始
め
る
:
:
:
」
と
兄
さ
ん
の
一
人
話
が
聞
え
ま
し
た
。
お
母
さ

ん
も
も
う
お
き
て
、
ち
ゃ
ん
と
ナ
ッ
ト
を
つ
、
ん
で
下
さ
い
ま
し
た
。
顔
を
ふ

い
て
兄
さ
ん
と
二
人
で
げ
ん
か
ん
に
立
つ
と
、
お
母
さ
ん
が
、

「
す
ま
な
い
ネ
」
と
云
っ
て
下
を
見
て
ゐ
ま
し
た
。

一
ば
ん
下
の
赤
が
そ
の
時

泣
き
始
め
ま
し
た
。

外
は
し
ば
れ
て
ゐ
ま
し
た
。
白
い
雪
が
う
す
く
か
、
っ
て
、
兄
さ
ん
の
足
あ

と
が
く
ろ
く
つ
い
て
行
き
ま
し
た
。
領
事
館
の
赤
い
へ
い
に
も
雪
が
う
す
く
の

っ
て
ゐ
ま
し
た
。
ず
っ
と
坂
を
下
り
て
行
っ
て
、

「
ナ
ッ
ト
l
」
と
さ
け
ん
で
み
ま
し
た
。
ど
う
し
て
も
声
が
出
ま
せ
ん
。
ボ
ツ

/
1
1
家
々
の
戸
が
聞
い
て
き
ま
し
た
。
兄
さ
ん
は
、

「
町
は
、
は
づ
か
し
い
か
ら
埋
立
て
に
行
か
う
」
と
云
ひ
ま
し
た
の
で
、
演
の

通
り
に
行
き
ま
し
た
。

「
ナ
ッ
ト
l
」
と
思
ひ
き
り
さ
け
ん
で
み
ま
し
た
が
、
小
さ
い
声
で
し
た
。
兄

さ
ん
も
や
っ
ぱ
り
小
さ
い
芦
で
さ
け
び
ま
し
た
。
た
び
も
は
か
な
い
で
、

ナ
ツ

ト
の
ふ
ろ
し
き
を
し
ょ
っ
た
兄
さ
ん
も
よ
く
/
¥
見
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

教
育
学
部
論
集

第
十
二
号
(
二
O
O
一
年
三
月
)

ほ
う
し
に
あ
な
が
あ
り
ま
し
た
。

「
ナ
ッ
ト
l
」
と
大
き
な
声
が
兄
さ
ん
の
口
か
ら
出
ま
し
た
。

「
お
前
も
云
ひ
ょ
」
と
兄
さ
ん
が
笑
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

「
お
ー
い
、
ナ
ッ
ト
や
l
」
と
声
が
し
た
。
そ
れ
は
発
動
機
船
で
し
た
。

「
兄
さ
ん
」
と
叫
ん
で
二
人
は
走
っ
て
行
き
ま
し
た
。

「
一
本
、

い
く
ら
だ
い
」
と
船
の
お
ぢ
さ
ん
が
、
と
て
も
大
き
な
声
で
き
、
ま

し
た
。

「
五
銭
」
と
私
が
云
ふ
と
、

「
そ
う
か
、

四
本
の
|
|
四
・
五
の
二
拾
銭
だ
、
お
い
、
二
拾
銭
く
れ
」
と
云

っ
た
の
で
兄
さ
ん
が
せ
な
か
か
ら
、

四
本
出
し
て
や
り
ま
し
た
。
二
拾
銭
お
金

を
も
ら
っ
た
時
は
、
う
れ
し
い
や
う
な
気
が
し
ま
し
た
。

「
お
ぢ
さ
ん
、
あ
り
が
た
う
」
と
れ
い
を
い
っ
て
帰
ら
う
と
す
る
と
、

「
お
い
、
風
を
引
く
な
よ
」
と
云
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

発
動
機
船
は
ポ
ツ
ポ
、
ポ
ツ
ポ
と
あ
ち
ら
で
も
、
こ
ち
ら
で
も
動
い
て
ゐ
ま
し

た
。
白
い
雪
を
つ
ん
だ
ま
、
け
む
り
を
は
い
て
ゐ
ま
し
た
。
ス
ト
ー
ブ
の
け
む

り
が
た
く
さ
ん
に
出
は
じ
め
ま
し
た
。
兄
さ
ん
は
一
生
け
ん
め
い
さ
け
ん
で
歩

き
ま
し
た
。
私
は
ど
う
し
て
も
は
づ
か
し
く
大
声
が
出
ま
せ
ん
。
人
の
す
が
た

が
見
え
る
と
声
が
出
な
い
の
で
す
。
さ
け
ぶ
気
に
な
れ
ば
、
新
聞
は
い
た
つ
が

出
で
き
た
り
し
て
、
と
う
/
¥
、
大
き
な
声
を
出
さ
な
い
う
ち
に
、
ナ
ッ
ト
を

み
ん
な
売
っ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。

帰
り
み
ち
、

「
あ
い
つ
ら
に
見
つ
か
れ
ば
、

い
や
だ
か
ら
、
姿
見
坂
か
ら
行
か
う
」
と
二
人

で
さ
う
だ
ん
し
て
家
へ
来
ま
し
た
。
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お
母
さ
ん
は
よ
ろ
こ
ん
で
く
れ
ま
し
た
。
ご
は
ん
を
た
べ
て
ゐ
た
と
き
、
発

動
機
船
で
、

一
番
始
め
に
売
っ
た
こ
と
を
、
お
母
さ
ん
に
話
し
ま
し
た
。
お
母

さ
ん
は
又
下
を
見
て
泣
き
ま
し
た
。
私
は
お
母
さ
ん
が
泣
か
れ
る
の
が
一
番
い

や
で
す
。

」
の
綴
方
は
、

一
九
三
三
年
、
新
年
号
の
千
葉
春
雄
選
編
の
「
綴
り
方
倶
楽
部
」

に
掲
載
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
菅
原
君
の
綴
方
の
下
の
段
に
は
千
葉
春
雄
氏
の
も

の
と
思
わ
れ
る
選
評
が
掲
載
さ
れ
る
。
次
に
そ
れ
を
紹
介
す
る
。

一
、
お
父
さ
ん
は
、
樺
太
に
働
き
に
行
っ
て
ゐ
る
の
で
す
。
樺
太
に
行
っ
て

も
、
思
ふ
や
う
に
仕
事
が
な
か
っ
た
の
か
、
あ
っ
て
も
、
ど
っ
さ
り
お
金
を
持

っ
て
婦
ら
う
と
し
て
ゐ
る
の
か
、
お
金
が
来
な
い
の
で
菅
原
君
の
家
で
は
、
困

っ
た
の
で
す
。
こ
の
文
で
見
ま
す
と
、
菅
原
君
と
兄
さ
ん
と
赤
ち
ゃ
ん
と
お
母

さ
ん
の
四
人
暮
し
ら
し
い
で
す
ね
。
菅
原
君
は
四
年
生
、
兄
さ
ん
も
、
大
き
く

て
六
年
生
位
で
せ
う
。
そ
れ
に
、
赤
ち
ゃ
ん
で
す
。
お
母
さ
ん
の
困
る
の
も
無

理
が
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
そ
こ
で
「
ナ
ッ
ト
売
り
」
す
る
わ
け
な
の
で
す
。
そ
の

」
と
を
書
い
た
文
で
す
。

二
、
こ
の
文
は
、
力
一
ぱ
い
に
書
い
た
文
で
す
。
そ
の
力
が
、
読
む
人
に
、
ぐ

ん
ぐ
ん
と
、
寄
せ
て
来
ま
す
。

三
、
兄
弟
が
、
は
げ
ま
し
合
ひ
、
助
け
合
っ
て
い
る
や
う
す
が
、
よ
く
書
け
て

ゐ
る
と
恩
ひ
ま
す
。

ナ
ッ
ト
売
り
を
、
お
母
さ
ん
か
ら
頼
ま
れ
た
時
、

「
い
や
だ
/
1
1
0
」

四

と
い
ふ
兄
さ
ん
の
心
も
分
か
り
ま
す
。
菅
原
君
は
、
そ
こ
で
兄
さ
ん
を
な
だ
め

ま
す
。
菅
原
君
は
え
ら
い
。
が
、
兄
さ
ん
の
「
い
や
だ
」
と
言
っ
た
心
持
ち
に

は
、
泣
か
さ
れ
ま
す
。

床
に
は
い
っ
て
相
談
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
や
、
大
き
な
声
が
出
な
く
て
、
恥
か

し
が
っ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
や
、

み
な
、
仲
の
よ
い
兄
弟
を
思
は
せ
ま
す
。

「
お
前
も
云
ひ
ょ
。
」
と
兄
さ
ん
は
笑
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

の
と
こ
ろ
を
読
む
と
、
菅
原
君
と
一
し
ょ
に
、
読
む
人
も
、
よ
く
「
笑
っ
て
く

れ
た
」
と
ほ
っ
と
し
ま
す
。

帰
り
み
ち

「
あ
い
つ
ら
に
見
つ
か
れ
ば
、

い
や
だ
か
ら
、
姿
見
坂
か
ら
行
か
う
」
と
い

ふ
兄
さ
ん
の
心
持
ち
も
分
か
り
ま
す
。
兄
さ
ん
は
、
元
気
な
思
ふ
こ
と
は
何
で

も
い
ふ
人
ら
し
い
で
す
ね
。
子
供
ら
し
く
て
、
私
は
大
好
き
で
す
。

四
、
ナ
ッ
ト
売
り
を
さ
せ
て
す
ま
な
い
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
お
母
さ
ん
の
様

子
も
、
よ
く
書
け
て
ゐ
ま
す
。
「
泣
く
」
と
い
ふ
こ
と
が
、
か
な
り
多
く
か
、

れ
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
、
す
こ
し
も
わ
ざ
と
ら
し
く
な
く
思
は
れ
ま
す
。

五
、
自
然
の
こ
と
を
、
う
つ
し
た
と
こ
ろ
が
か
な
り
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
北
海

道
の
寒
い
時
節
を
思
は
せ
る
の
に
役
立
っ
て
ゐ
ま
す
。

お
天
気
の
よ
い
、
し
ば
れ
る
日
で
あ
り
ま
し
た
。

の
書
き
だ
し
も
、
そ
れ
が
、
何
と
な
く
、
う
す
ら
寒
い
日
を
お
も
は
せ
、
そ
れ

か
ら
の
書
か
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
ぴ
っ
た
り
す
る
の
で
よ
い
と
思
ひ
ま
す
。

風
に
小
さ
い
あ
ら
れ
が
ま
じ
っ
て
パ
チ
/
¥
と
音
が
し
て
ゐ
ま
し
た
。

も
、
寝
ら
れ
ぬ
夜
ら
し
い
風
景
で
す
。

外
は
し
ば
れ
て
ゐ
ま
し
た
。
白
い
雪
が
う
す
く
か
か
っ
て
、
兄
さ
ん
の
足
あ



と
が
し
ろ
く
つ
い
て
行
き
ま
し
た
。
領
事
館
の
赤
い
へ
い
も
雪
が
う
す
く
の
つ

て
ゐ
ま
し
た
。

な
ど
は
特
に
、
は
っ
き
り
と
し
て
、

い
い
と
思
ひ
ま
す
。

，園、、.-、

ふ
/
乎
/

ナ
ッ
ト
や
さ
ん
の
出
て
行
く
の
を
ま
ど
か
ら
見
ま
し
た
。
空
の
色
が
鉛
色
に

な
っ
て
、
雪
が
ふ
り
さ
う
で
し
た
。

と
い
ぶ
と
こ
ろ
は
、
次
の
悲
し
い
と
こ
ろ
を
一
そ
う
強
め
る
た
め
に
、
か
う
し

た
こ
と
を
書
い
た

(
そ
れ
が
、
そ
の
時
の
ほ
ん
と
の
景
色
で
も
)
と
思
は
せ
や

す
い
の
で
す
。
こ
こ
が
、
他
と
、
ぴ
っ
た
り
し
て
ゐ
な
い
か
ら
で
せ
う
と
思
ひ

ま
す
。

六
、
こ
こ
で
、

一
つ
言
っ
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
菅
原
君
が
、
か
う
し
て
、
ナ

ツ
ト
売
り
を
し
て
、
お
家
の
お
手
伝
い
を
し
て
し
て
ゐ
な
が
ら
、
そ
れ
が
、
ど

の
位
お
家
の
役
に
立
っ
か
、
ま
た
立
っ
た
の
か
書
い
て
な
い
こ
と
に
つ
い
て
で

す。ナ
ッ
ト
や
さ
ん
が
、
六
十
銭
分
ナ
ッ
ト
を
お
い
て
い
っ
た
の
で
す
か
ら
、
そ
の

時
何
本
お
い
て
い
っ
た
の
か
。
だ
か
ら
、

一
本
い
く
ら
で
、
そ
れ
が

五
銭
に

売
れ
る
か
ら
、

い
く
ら
儲
か
る
の
だ
と
か
、
あ
ま
っ
た
時
に
は
ど
う
す
る
と

か
、
き
っ
と
、
ナ
ッ
ト
や
さ
ん
が
、
そ
れ
を
言
っ
た
ら
う
し
又
お
母
さ
ん
も
、

そ
れ
を
言
っ
た
ら
う
と
思
ふ
の
で
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
菅
原
君
が
一
言
も
書

い
て
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
淋
し
い
。
そ
れ
が
、
は
っ
き
り
し
て
こ
そ
君
の
働

き
も
、
生
き
て
く
る
の
だ
か
ら
ね
。
だ
か
ら
、
な
ぜ
、
そ
れ
を
書
か
な
か
っ
た

か
、
と
い
ふ
こ
と
は
、
大
事
な
こ
と
に
な

っ
て
く
る
の
で
す
。

七
、
ま
だ
言
い
た
い
こ
と
が
、
津
山
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
位
に
し
て
お
き
ま
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す
な
か
な
か
、
力
の
こ
も
っ
た
、
し
っ
か
り
し
た
文
で
す
。

つ
ま
り
、
選
評
を
し
た
千
葉
春
雄
は
、
日
常
的
に
作
者
で
あ
る
菅
原
君
と
接
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
故
に
子
ど
も
の
生
活
が
見
え
な
い
箇
所
が
随
所
に
見

ら
れ
る
。
「
こ
の
文
で
み
ま
す
と
、
菅
原
君
と
兄
さ
ん
と
赤
ち
ゃ
ん
と
お
母
さ
ん

の
四
人
暮
ら
し
ら
し
い
で
す
ね
。
菅
原
君
は
四
年
生
、
兄
さ
ん
も
、
大
き
く
て
六

年
生
位
で
せ
う
。
」
が
そ
の
こ
と
を
証
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
〈
五
〉
に
書
か
れ
て

い
る
「
『
ナ
ッ
ト
や
さ
ん
の
出
て
い
く
の
を
窓
か
ら
見
ま
し
た
。
空
の
色
が
鉛
色

に
な
っ
て
、
雪
が
ふ
り
さ
う
で
し
た
。
』
と
い
ふ
と
こ
ろ
は
、
次
の
悲
し
い
と
こ

ろ
を
一
そ
う
強
め
る
た
め
に
、
か
う
し
た
こ
と
を
書
い
た
(
そ
れ
が
、
そ
の
時
の

ほ
ん
と
の
景
色
で
も
)
と
思
わ
せ
や
す
い
の
で
す
。
こ
こ
が
、
他
と
、
ぴ
っ
た
り

し
て
ゐ
な
い
か
ら
で
せ
う
と
思
ひ
ま
す
よ
と
表
現
技
術
の
指
導
に
つ
い
て
適
切

な
指
摘
を
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
担
任
で
あ
る
教
師
が
評
価
・
選
評
す
る
の
が
よ

い
こ
と
は
分
か
る
の
で
あ
る
が
、
当
時
の
多
く
の
雑
誌
で
は
、
子
ど
も
か
ら
の
応

募
作
品
の
選
評
は
、
綴
方
に
ひ
と
か
ど
の
見
識
を
持
っ
て
い
る
指
導
的
立
場
の
人

物
が
担
当
し
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

市
毛
勝
雄
氏
は
、
「
評
諮
問
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

ま
ず
指
導
者
の
側
か
ら
考
え
る
と
、
作
文
の
全
体
か
ら
受
け
る
印
象
を
概
括
的
に

申
し
述
べ
た
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
自
分
の
作
品
に
つ
い
て
の
他

人
の
感
想
を
聞
く
こ
と
は
誰
に
と
っ
て
も
興
味
が
あ
る
か
ら
、
直
感
的
な
感
想
で

あ
っ
て
も
喜
ん
で
読
ま
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
文
芸
評
論
と
違
っ
て
、
学
習

指
導
に
お
け
る
文
章
の
批
評
と
い
う
の
は
、
書
か
れ
た
こ
と
自
体
に
価
値
が
あ
る

五



児
童
文
章
史
の
研
究
(
問
屋
昭
雄
)

と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
先
生
が
苦
心
し
て
書
い
た
批
評
を
子
ど
も
が
読
ん

で
、
そ
れ
を
直
接
に
作
文
の
上
で
活
用
し
て
、
は
じ
め
て
批
評
が
生
き
る
の
で
あ

る
。
今
ま
で
の
批
評
で
は
、
指
導
者
の
一
方
的
な
言
い
放
し
と
い
う
性
質
が
強
か

っ
た
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
市
毛
氏
は
、
「
子
ど
も
の
内
面
に
響
く
よ
う
な
」
評
語
・
批
評
は
な
か

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
作
文
の
全
体
か
ら
受
け
る
印
象
を
概
括
的
に
申
し
述

べ
た
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
」
と
ま
で
言
い
切
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
批
評
な
り
評
語
は
、
子
ど
も
の
作
文
な
り
綴
方
に
生
き
て
働
く
力
に
な
り

得
る
も
の
と
な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
先
生
が
苦
心
し
て

書
い
た
批
評
を
子
ど
も
が
読
ん
で
、
そ
れ
を
直
接
に
作
文
の
上
で
活
用
し
て
、
は

じ
め
て
批
評
が
生
き
る
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
る
こ
と
に
は
説
得
力
は
あ
る
。
市

毛
氏
の
述
べ
る
評
語
・
批
評
の
系
統
案
は
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。

-
主
題
を
知
る
(
例
え
ば
「
わ
た
し
の
家
族
」
の
よ
う
に
範
囲
を
大
き
く
示

す
)

2
話
し
合
い

(
自
由
に
グ
ル
ー
プ
な
ど
で
。
こ
こ
で
材
料
に
つ
い
て
考
え
を
ま

と
め
る
)

3
題
材
と
題
名
を
決
め
る

(
例
え
ば
「
お
姉
さ
ん
」
の
よ
う
に
、
題
材
を
題
名

と
す
る
な
ど
)

4
文
章
を
書
く
(
教
室
で
授
業
時
間
を
使
っ
て
書
く
。
宿
題
に
は
し
な
い
)

5
提
出
す
る

(
評
語
を
記
入
す
る
)
(
指
導
者
が
「
評
誼
巴
を
与
え
る
、
具
体

的
な
文
に
つ
い
て
二
重
丸
を
つ
け
る
、
な
ど
)

6
作
文
が
返
さ
れ
る
(
こ
の

6
・
7
・
8
の
過
程
が
「
二
度
作
文
」
)

ム

ノ、

7
清
書
す
る
(
児
童
は
「
評
謹
巴
に
よ
っ
て
作
文
を
修
正
し
、
清
書
す
る
)

8
提
出
す
る

つ
ま
り
、
市
毛
氏
は
、
「
こ
れ
ま
で
子
ど
も
が
書
く
文
章
は
個
性
の
発
現
そ
の
も

の
で
あ
る
か
ら
、
添
削
し
た
り
、
形
に
は
め
た
り
す
る
の
は
よ
く
な
い
、
と
い
う

主
張
が
あ
っ
た
。
た
し
か
に
文
章
は
個
性
の
表
現
と
い
う
側
面
が
あ
り
、
筆
者
の

ね
ら
い
を
無
視
し
た
文
章
の
改
変
を
『
指
導
」
の
名
目
で
行
う
こ
と
は
誤
り
で
あ

る
。
だ
が
、
児
童
の
文
章
を
神
重
視
し
て
、
必
要
な
指
導
も
行
わ
な
い
と
い
う
の

は
、
こ
れ
も
ま
た
誤
り
と
言
う
ほ
か
な
い
。
要
は
、
何
を
指
導
す
る
か
、
何
に
手

を
つ
け
て
は
い
け
な
い
か
を
、
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
主
張
に
は

首
肯
で
き
る
が
、
そ
れ
を
前
掲
の
よ
う
な
評
語
の
過
程
で
は
納
得
で
き
な
い
憾
み

つ
ま
り
、
綴
方
・
作
文
の
技
術
の
面
に
偏
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
子

を
残
す
。

ど
も
が
書
き
た
く
な
る
よ
う
な
生
活
の
耕
し
、
あ
る
い
は
、
ど
の
よ
う
に
書
け
ば

い
い
作
品
が
出
来
る
の
か
、
さ
ら
に
、
子
ど
も
が
自
己
の
綴
る
力
を
育
て
る
意
志

-
気
力
を
ど
の
よ
う
に
育
成
し
た
ら
い
い
の
か
、
等
々
、
子
ど
も
の
自
己
認
識
や

人
間
形
成
に
結
び
つ
く
よ
う
な
大
胆
な
作
文
・
綴
方
の
構
想
が
求
め
ら
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

碓
井
山
今
夫
氏
は
、
「
文
話
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
指
摘
を
す
る
。

子
ど
も
に
文
を
作
ろ
う
と
す
る
意
欲
を
お
こ
さ
せ
る
た
め
に
文
材
に
つ
い
て

話
し
合
う
こ
と
、
文
を
作
る
の
に
必
要
な
知
識
・
表
現
技
術
を
与
え
る
こ
と
、

文
に
対
す
る
姿
勢
、
鑑
賞
能
力
を
よ
い
文
を
読
み
聞
か
せ
た
り
、
文
の
批
正
を

共
同
で
行
う
こ
と
な
ど
を
指
す
。
そ
の
系
統
化
さ
れ
た
も
の
に
は

n
綴
り
方
十



一
一
ヶ
月
“
(
芦
田
恵
之
助
)
、

n
文
話
の
系
統
案
“
(
千
葉
春
雄
)
、
か
文
材
暦
“

(
池
田
和
夫
)
、

η
生
活
暦
u

(
野
村
芳
兵
衛
)
、

n
生
活
研
究
“
(
国
分
一
太
郎
)

と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
}
。

つ
ま
り
、
文
話
は
、
「
子
ど
も
に
文
を
作
ろ
う
と
す
る
意
欲
を
お
こ
さ
せ
る
た
め

に
文
材
に
つ
い
て
話
し
合
う
こ
と
」
、
「
文
を
作
る
の
に
必
要
な
知
識
・
表
現
技
術

を
与
え
る
こ
と
」
、
「
文
に
対
す
る
姿
勢
、
鑑
賞
能
力
を
育
て
る
た
め
に
よ
い
文
を

読
み
聞
か
せ
た
り
」
、
「
文
の
批
正
を
共
同
で
行
う
こ
と
」
の
四
項
目
が
あ
げ
ら
れ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
子
ど
も
の
側
に
綴
方
・
作
文
を
を
書
く
行
為
が
手
渡
さ
れ
た

こ
と
を
意
味
す
る
。
今
ま
で
の
綴
方
が
、
社
会
に
出
て
役
に
立
つ
、
書
簡
文
が
中

心
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
子
ど
も
の
内
的
必
然
性
は
歯
牙
に
も
か
け
ら
れ

な
か
っ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
碓
井
氏
は
、
「
文
話
」
の
歴
史
的

背
景
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

明
治
末
期
ま
で
の
日
記
文
、
書
簡
文
、
紀
行
文
な
ど
の
形
式
に
あ
て
は
め
て

文
を
書
く
形
式
主
義
作
文
、
事
物
を
そ
の
ま
ま
写
し
と
る
こ
と
を
主
眼
に
し
た

写
生
主
義
作
文
で
は
文
話
は
必
要
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
子
ど
も
の
感

情
、
表
現
意
欲
と
作
文
内
容
の
ず
れ
が
意
識
さ
れ
た
と
き
文
話
が
問
題
と
な
っ

た。
つ
ま
り
、
子
ど
も
が
自
分
の
意
志
・
感
情
・
意
欲
で
生
活
を
綴
る
と
い
う
行
為
が

出
な
い
と
こ
ろ
で
、
「
文
話
」
は
必
要
と
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

友
納
友
次
郎
も
こ
の
間
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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綴
方
教
授
法
の
進
歩
の
経
路
を
顧
み
る
と
大
体
四
つ
の
時
期
を
画
し
て
ゐ
る

や
う
に
思
は
れ
る
。
其
の
第
一
期
と
い
ふ
の
は
文
章
の
型
其
の
物
を
非
常
に
重

視
し
て
無
暗
に
思
想
を
拘
束
し
、
全
然
形
式
の
桂
桔
の
中
に
陥
っ
て
ゐ
た
時
期

で
あ
る
。
例
へ
ば
下
級
生
な
ど
で
は

筆
は
竹
と
毛
に
て
作
り
、
字
を
か
く
も
の
な
り
。

扇
は
紙
と
竹
に
て
作
り
、
風
を
お
こ
す
も
の
な
り
。

と
い
ふ
よ
う
な
工
合
に
、
全
く
定
義
的
の
窮
屈
な
文
型
に
す
べ
て
の
思
想
を
当

絞
め
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
友
納
氏
が
綴
方
教
育
の
歴
史
的
変
遷
を
述
べ
た
文
章
か
ら
の
引
用
で
あ

る
。
子
ど
も
た
ち
は
「
全
く
定
義
的
の
文
型
に
す
べ
て
の
思
想
を
当
依
め
さ
せ

た
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
子
ど
も
自
ら
が
自
己
の
思
想
を
述
べ
る
、
と
い
っ

た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
が
自
由
に
自
分

の
文
章
を
書
く
と
い
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
ま
で
に
は
相
当
な
時
間
を
必
要
と
し

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
綴
方
が
子
ど
も
の
内
的
必
然
性
に
お
い
て
な
さ
れ
る
の

が
大
正
二
年
の
芦
田
恵
之
助
の
『
綴
方
教
授
』
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
、

実
践
者
で
あ
る
教
師
に
よ
っ
て
改
革
が
な
さ
れ
た
と
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

現
今
の
我
が
綴
り
方
教
授
で
は
方
法
其
の
物
の
研
究
よ
り
も
寧
ろ
教
材
選
択

の
根
拠
に
関
す
る
論
争
が
最
も
大
な
る
問
題
と
な
っ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
実

際
家
の
中
に
は
児
童
の
精
神
能
力
の
発
達
段
階
と
い
ふ
も
の
を
確
か
に
調
べ
上

げ
て
、
そ
れ
を
根
拠
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
唱
へ
て
ゐ
も
の
も
あ
る
し
、
或

は
又
文
材
に
対
す
る
興
味
の
程
度
を
調
べ
上
げ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
教
材
の
選

七
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択
配
列
を
行
は
う
と
試
み
て
ゐ
る
も
の
も
あ
る
。
そ
の
他
実
感
的
の
記
述
を
尊

重
し
し
て
自
由
の
発
表
を
主
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
す
る
も
の
も
あ
る

し
、
児
童
の
思
想
の
傾
向
を
考
へ
、
思
想
の
高
潮
に
椋
さ
し
て
進
ま
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
と
主
張
す
る
も
の
も
あ
る
。

つ
ま
り
、
真
面
目
な
実
際
家
の
研
究
に
よ
っ
て
綴
方
指
導
が
子
ど
も
の
興
味
・
関

心
に
叶
う
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
き
た
、
と
確
認
・
証
明
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

教
授
方
法
の
建
設
、
教
材
の
選
択
、
系
統
案
の
作
成
等
が
出
現
す
る
よ
う
に
な

る
。
つ
ま
り
、
子
ど
も
の
文
章
史
と
い
う
立
場
が
成
立
す
る
条
件
が
徐
々
に
整
い

つ
つ
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
は
、
友
納
氏
は
、
前
掲
書
の
「
第
二
篇

本
質
論

第

章

児
童
の

表
現
と
綴
文
の
態
度
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
示
唆
に
富
む
意
見
を
述
べ
る
。

表
現
は
吾
人
の
痛
切
な
欲
求
で
あ
る
。
止
む
に
止
ま
れ
ぬ
と
い
ふ
境
遇
か
ら

生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
吾
吾
が
物
に
触
れ
事
に
接
し
た
場
合
に
ぢ
っ
と
其
の

物
を
凝
視
め
て
し
っ
く
り
と
そ
の
事
を
噛
み
し
め
て
ゐ
る
と
、
何
だ
か
身
体
が

ぶ
る
/
1
1
と
振
ふ
や
う
に
な
る
、
そ
の
振
動
を
文
字
に
書
き
表
は
し
た
も
の
が

真
の
表
現
で
あ
る
、
生
き
た
文
章
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
深
刻
な
表
現
な
ら
ば
仮

令
幾
分
拙
劣
で
あ
っ
て
も
不
完
全
で
あ
っ
て
も
、
文
と
し
て
は
確
か
に
生
き
て

ゐ
る
。

な
く
な
っ
た
妹

忘
れ
も
し
な
い
六
月
六
日
の
事
で
し
た
。
私
が
学
校
か
ら
帰
っ
て
み
る
と
、

思
ひ
が
け
な
い
事
に
は
、
今
朝
元
気
で
ゐ
た
妹
が
寝
て
ゐ
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん

}¥ 

か
。
私
は
び
っ
く
り
し
て
、
「
あ
ら
、
き
み
ち
ゃ
ん
ど
う
し
た
の
:
:
:
」
と
聞

く
と
、
母
親
は
、
「
今
朝
か
ら
お
腹
が
下
っ
て
。
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ

し
て
、
「
お
医
者
様
が
む
づ
か
し
く
お
っ
し
ゃ
る
か
ら
。
」
と
い
っ
て
、
大
層
心

配
さ
う
に
し
て
ゐ
ら
れ
る
。
私
は
ぼ
ん
や
り
妹
の
枕
元
に
座
っ
て
ゐ
ま
し
た
。

な
に
か
い
っ
て
見
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
妹
は
目
を
つ
ぶ
っ
た
ま
、
身
動
き
も

し
ま
せ
ん
。
し
ば
ら
く
す
る
と
目
を
ぽ
っ
ち
り
と
あ
け
て
、
私
を
見
て
、
姉
ち

ゃ
ん
、
お
腹
が
す
い
た
。
:
:
:
。
」
と
言
い
ま
し
た
。
そ
れ
も
さ
う
で
せ
う
。

今
朝
か
ら
何
も
食
べ
な
い
さ
う
で
す
も
の
。
(
中
略
)

そ
の
夜
は
ず
っ
と
ね
ぼ
け
た
や
う
な
こ
と
ば
か
り
い
っ
て
ゐ
た
さ
う
で
で
す

が
、
そ
の
あ
け
の
日
は
い
よ
/
¥
悪
く
な
っ
て
顔
色
も
だ
ん
/
¥
変
っ
て
来
ま

し
た
。
そ
し
て
午
後
五
時
頃
不
意
に
か
っ
と
目
を
聞
き
ま
し
た
。
し
か
し
又
次

第
に
細
く
な
っ
て
行
き
ま
す
。
「
も
う
だ
め
よ
、
か
は
い
さ
う
に
:
:
:
。
」
と
お

祖
母
様
は
お
っ
し
ゃ
る
。
お
医
者
様
も
、
「
も
う
い
け
ま
せ
ん
:
:
:
。
」
と
気
の

毒
さ
う
に
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
母
様
と
一
し
ょ
に
さ
じ
で
み
ず
を
す
く
っ
て

口
に
入
れ
て
ゐ
た
私
は
思
わ
ず
声
を
た
て
、
泣
き
崩
れ
ま
し
た
。
お
祖
母
様

は
、
「
ぁ
、
か
は
い
さ
う
に
、
か
は
れ
る
も
の
な
ら
私
が
:
:
:
。
」
と
い
っ
て
お

泣
き
に
な
り
ま
し
た
。

か
う
し
て
と
う
と
う
妹
は
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
後
は
毎
日

/
L母
様

と
一
し
ょ
に
悌
だ
ん
の
前
に
す
わ
っ
て
、
小
さ
な
お
位
牌
の
お
念
品
加
を
あ
げ
て

ゐ
ま
す
。
ほ
ん
と
に
私
は
こ
の
時
の
こ
と
を
考
へ
る
と
、

ゐ
ら
れ
ま
せ
ん
。

い
つ
も
泣
か
ず
に
は

つ
ま
り
、
友
納
氏
は
、
綴
方
を
書
く
そ
の
身
体
か
ら
生
ま
れ
出
た
文
章
で
な
け
れ



ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
生
き
た
血
が
通
っ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
と
主
張
す
る
こ
と
は
首
肯
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

友
納
氏
も
、
「
そ
の
人
の
身
体
か
ら
生
ま
れ
出
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
生
き

た
血
が
通
っ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
何
処
を
切
っ
て
も
血
が
流
れ
出
る
や
う
な

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
従
来
の
文
章
は
文
章
の
為
に
文
章
を
書
く
と
い
ふ
嫌

が
あ
っ
た
。
如
何
に
美
し
く
如
何
に
面
白
く
書
こ
う
か
と
い
ふ
事
に
苦
心
し
て
ゐ

た
。
そ
の
た
め
ご
て

/
1白
粉
を
塗
っ
た
り
、
紅
を
つ
け
た
り
し
た
や
う
な
嫌
な

文
章
が
喜
ば
れ
て
ゐ
た
。
」
も
前
掲
の
文
章
が
切
実
な
体
験
か
ら
溢
れ
出
た
文
章

で
あ
る
こ
と
を
評
価
す
る
の
で
あ
り
、
当
時
の
綴
方
指
導
の
実
態
を
述
べ
、
ま
た

当
時
の
綴
方
指
導
の
実
態
に
触
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
厭
な
文
章
の
例
を
次

に
示
す
。

春
の
朝

暁
に
う
ち
だ
す
鐘
の
音
に
暖
か
き
夢
を
破
ら
れ
、

ふ
と
起
き
出
で
破
机
に
よ
り

文
な
ど
読
み
つ
、
あ
り
け
る
程
に
今
し
も
朝
日
ち
ら
/
¥
と
東
山
の
端
に
さ
し

上
り
、
我
が
書
斎
の
窓
を
照
ら
し
け
れ
ば
何
心
な
く
小
窓
を
押
し
開
け
れ
ば
軒

端
の
梅
が
校
に
朗
ら
か
に
暗
く
鷲
の
声
い
と
ず
面
白
く
、
折
り
か
ら
楓
と
吹
き

入
る
春
風
は
梅
香
を
さ
そ
っ
て
吹
き
来
る
。

(
明
治
少
年
文
範
所
載
)

右
の
文
章
は
、
友
納
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
「
文
章
の
為
に
文
章
を
書
く
嫌
が

あ
っ
た
。
知
何
に
美
し
く
如
何
に
面
白
く
書
か
う
か
と
い
ふ
事
に
苦
心
し
て
ゐ

た
。
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
ご
て
J
I
:
白
粉
を
塗
っ
た
り
、
紅
を
つ
け
た
り
し

た
や
う
な
厭
な
文
章
」
で
あ
る
こ
と
は
説
明
の
余
地
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

教
育
学
部
論
集

第
十
二
号
(
二
O
O
一
年
三
月
)

一
、
児
童
文
章
史
の
成
立
に
か
か
わ
っ
て

筆
者
が
小
学
校
の
教
師
で
あ
っ
た
時
代
の
作
文
を
紹
介
し
、
そ
の
背
景
に
か
か

わ
っ
て
論
述
す
る
。

父
の
び
ょ
う
気
と
と
う
も
ろ
こ
し

広
島
大
学
附
属
三
原
小
学
校
三
年

松
本
多
美

私
の
父
は
、
去
年
の
六
月
十
三
日
に
、
福
山
の
き
ょ
う
さ
い
び
ょ
う
い
ん
へ

入
院
し
ま
し
た
。

さ
い
し
ょ
は
、
十
二
指
ち
ょ
う
か
い
よ
う
の
か
ん
た
ん
な
手
じ
ゅ
つ
で
、
す

ぐ
か
え
っ
て
く
る
と
思
っ
た
の
に
一
年
一
一
一
ヵ
月
も
病
い
ん
に
い
ま
す
。

そ
の
聞
に
九
回
も
、
手
じ
ゅ
つ
し
て
、
は
じ
め
は
、

ふ
と
っ
て
い
た
父
な
の

に
、
わ
た
し
が
病
い
ん
に
お
見
ま
い
に
行
っ
た
時
、
ち
が
っ
た
人
の
よ
う
に
感

じ
ま
し
た
。
わ
た
し
は
か
わ
い
そ
う
に
な
っ
て
な
み
だ
が
、
ひ
と
り
で
に
出
て

き
ま
し
た
。

お
母
さ
ん
も
ま
い
日
な
み
だ
を
出
し
て
い
ま
し
た
。
わ
た
し
は
今
ま
で
、
お

父
さ
ん
が
い
る
こ
と
が
こ
ん
な
に
た
い
せ
つ
な
も
の
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し

た。
夏
休
み
に
な
っ
て
も
、
ど
こ
へ
も
り
ょ
こ
う
に
行
か
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
私

の
た
ん
生
会
も
で
き
ま
せ
ん
。
お
父
さ
ん
が
は
や
く
元
気
に
な
っ
て
く
れ
た
ら

」
ん
な
心
ぱ
い
も
し
な
く
て
す
み
ま
す
。

そ
こ
で
、
弟
と
ふ
た
り
で
、
近
所
に
あ
る
西
宮
の
お
宮
に
、
お
ま
い
り
を
し

九
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て「
早
く
お
父
ち
ゃ
ん
の
病
気
が
な
お
り
ま
す
よ
う
に
。
」
と
、
毎
日
の
よ
う
に
い

っ
し
よ
う
け
ん
め
い
お
い
の
り
し
ま
し
た
。
弟
に
、

「
ど
ん
な
こ
と
を
お
い
の
り
し
た
の
。
」

と
聞
く
と
、
弟
も
、

「
お
父
ち
ゃ
ん
の
病
気
が
な
お
る
よ
う
に
。
」

と
い
っ
た
の
で
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
弟
も
わ
た
し
と
同
じ
こ
と
を
考
え
て
い

る
こ
と
が
わ
か
っ
た
か
ら
で
す
。

お
父
ち
ゃ
ん
の
手
じ
ゅ
つ
の
時
は
、
わ
た
し
と
弟
は
近
所
に
あ
る
し
ん
せ
き

の
家
か
ら
学
校
に
通
い
ま
し
た
。
で
も
、
お
父
ち
ゃ
ん
の
こ
と
が
心
配
で
、

べ

ん
き
ょ
う
も
あ
ま
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

お
母
ち
ゃ
ん
も
お
父
ち
ゃ
ん
も
、
わ
た
し
た
ち
の
こ
と
が
気
に
な
っ
て
、
毎

ば
ん
泣
い
て
い
た
そ
う
で
す
。
わ
た
し
も
、
毎
ば
ん
の
よ
う
に
お
父
ち
ゃ
ん
の

ゆ
め
を
見
て
お
父
ち
ゃ
ん
と
ゆ
め
の
な
か
で
も
い
い
か
ら
あ
い
た
い
と
思
っ
た

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
わ
た
し
の
弟
の
ま
さ
ひ
こ
も
、
今
、
五
さ
い
で
す
が
、
夜

中
に
パ
ッ
と
ふ
と
ん
の
上
に
お
き
上
が
っ
て
、

「
お
父
ち
ゃ
ん
」

と
叫
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
わ
た
し
は
、
弟
も
、
お
父
さ
ん
が
病
気
で
入
院

し
て
い
る
こ
と
が
と
て
も
さ
び
し
い
の
だ
、
と
思
い
ま
し
た
。

わ
た
し
は
、
こ
と
し
の
四
月
か
ら
三
年
生
に
な
り
、
か
ん
さ
つ
を
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
わ
た
し
は
、
何
を
か
ん
さ
つ
し
よ
う
か
と
ま
よ
い
ま
し
た

が
、
わ
た
し
が
、
尾
道
の
前
谷
眼
科
に
、
し
ゃ
し
の
病
気
で
に
ゅ
う
い
ん
し
て

い
る
時
、
お
父
ち
ゃ
ん
が
わ
た
し
の
だ
い
す
き
な
と
う
も
ろ
こ
し
を
持
っ
て
見

O 

ま
い
に
来
て
く
れ
た
こ
と
を
い
ま
だ
に
わ
す
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。

わ
た
し
が
や
い
た
と
う
も
ろ
こ
し
が
、
す
き
な
こ
と
を
お
父
ち
ゃ
ん
が
知
っ
て

い
た
こ
と
が
と
っ
て
も
う
れ
し
く
て
、
な
み
だ
が
が
で
て
き
ま
し
た
。
こ
ん
な

に
ま
で
わ
た
し
の
こ
と
を
考
え
て
く
れ
て
い
る
お
父
ち
ゃ
ん
が
今
ま
で
よ
り
も

も
っ
と
す
き
に
な
り
ま
し
た
。

と
う
も
ろ
こ
し
を
見
た
り
、
食
べ
た
り
す
る
た
び
に
、
わ
た
し
は
お
父
ち
ゃ

ん
の
や
さ
し
い
え
が
お
を
思
い
う
か
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
こ
で
、
わ
た
し
は
、

「
か
ん
さ
つ
を
す
る
の
に
も
い
い
し
、
お
父
ち
ゃ
ん
と
わ
た
し
と
い
っ
し
ょ
に

と
う
も
ろ
こ
し
を
食
べ
た
ら
、
き
っ
と
お
父
ち
ゃ
ん
の
病
気
が
な
お
る
の
で
は

な
い
か
。
」

と
思
う
と
、
と
う
も
ろ
こ
し
の
か
ん
さ
つ
を
ど
う
し
て
も
し
た
く
な
っ
た
の
で

す
わ
た
し
は
、
毎
日
、
と
う
も
ろ
こ
し
の
な
え
に
水
を
や
る
た
び
に
、
「
お
父

ち
ゃ
ん
の
病
気
が
な
お
り
ま
す
よ
う
に
。
」
と
お
い
の
り
を
し
ま
し
た
。
わ
た

し
の
ね
が
い
が
?
っ
じ
た
の
か
、
と
う
も
ろ
こ
し
の
な
え
が
ぐ
ん
ぐ
ん
大
き
く

な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
六
月
の
お
わ
り
ご
ろ
小
さ
な
と
う
も
ろ
こ
し
の
実
が
五

つ
も
つ
い
た
の
で
う
れ
し
く
て
と
び
上
が
り
ま
し
た
。
私
は
一
日
一
日
大
き
く

な
っ
て
い
く
と
う
も
ろ
こ
し
が
、
か
れ
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
見
守
っ
て
い
ま

し
た
。
と
う
も
ろ
こ
し
の
実
は
ぐ
ん
ぐ
ん
大
き
く
な
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

わ
た
し
の
ね
が
い
が
?
っ
じ
て
、
八
月
二
十
一
日
に
は
、
ま
っ
き
色
な
ぎ
っ

し
り
つ
ま
っ
て
い
る
つ
ぶ
つ
ぶ
の
実
が
う
れ
し
そ
う
に
な
ら
ん
で
い
ま
す
。

「
お
母
ち
ゃ
ん
、
と
う
も
ろ
こ
し
お
父
ち
ゃ
ん
に
持
っ
て
行
っ
て
あ
げ
よ
う
。
」



と
い
い
ま
し
た
。

八
月
二
十
三
日
、
わ
た
し
は
お
父
ち
ゃ
ん
の
い
る
病
院
に
、
と
う
も
ろ
こ
し

を
も
っ
て
行
き
ま
し
た
。

お
父
ち
ゃ
ん
は
び
っ
く
り
し
た
よ
う
な
か
お
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
え
が
お
に

な
っ
て
、
「
い
っ
し
ょ
に
食
べ
よ
う
。
」
と
、

い
っ
て
く
れ
、
父
は
、
お
い
し
そ

う
に
食
べ
て
く
れ
ま
し
た
。
わ
た
し
も
父
と
一
し
ょ
に
食
べ
ま
し
た
。

「
お
父
ち
ゃ
ん
、
こ
の
と
う
も
ろ
こ
し
に
に
は
、
お
父
ち
ゃ
ん
の
病
気
が
な
お

る
く
す
り
が
入
っ
て
い
る
ん
だ
よ
。
」

と
い
う
と
、
お
父
ち
ゃ
ん
も
、

「
き
っ
と
こ
の
と
う
も
ろ
こ
し
を
食
べ
る
と
病
気
が
な
お
る
よ
。
多
美
の
心
が

」
も
っ
て
い
る
も
ん
ね
。
」

と
い
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
、
三
週
間
ぐ
ら
い
の
間
に
、
お
父
ち
ゃ
ん
の
病
気
は
ぐ
ん
ぐ
ん
よ

く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
病
院
の
先
生
も
ふ
し
ぎ
が
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
で

も
、
わ
た
し
に
は
ち
っ
と
も
ふ
し
ぎ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

わ
た
し
が
、
五
ヵ
月
も
か
け
て
、
心
を
こ
め
て
作
っ
た
と
う
も
ろ
こ
し
だ
か

ら
で
す
。
わ
た
し
は
ず
っ
と
と
う
も
ろ
こ
し
の
こ
と
は
わ
す
れ
な
い
で
し
ょ

ぅ
。
お
父
ち
ゃ
ん
の
病
気
を
な
お
し
て
く
れ
た
と
う
も
ろ
こ
し
、
ほ
ん
と
う
に

あ
り
が
と
、
っ
。

こ
の
作
文
は
、
私
に
と
っ
て
も
忘
れ
難
い
思
い
出
が
あ
る
。
昭
和
四
十
三
(
一

九
六
八
)
年
、
私
は
、
小
学
校
教
師
と
し
て
三
年
生
を
担
任
す
る
の
は
、

度
目

で
あ
っ
た
。
結
論
的
に
は
、
小
学
校
三
年
生
と
い
う
段
階
は
、
小
学
校
教
育
で
一

教
育
学
部
論
集

第
十
二
号
(
二
O
O
-
-年
三
月
)

番
重
要
な
自
主
性
・
主
体
性
を
酒
養
す
る
大
切
な
時
期
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
学
習
の
自
発
性
を
育
成
す
る
大
胆
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
構
想
が
必
要
と
な

る
。
前
掲
の
作
文
も
子
ど
も
が
ど
う
し
て
も
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
立

っ
て
書
か
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
教
師
側
か
ら
い
え
ば
、
子
ど
も
を
書
か
ざ
る
を
得

な
い
立
場
に
追
い
込
む
こ
と
に
な
る
。
低
学
年
で
あ
る
一
、
二
年
生
の
段
階
で

は
、
子
ど
も
た
ち
の
自
主
性
を
育
成
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
が
、
中
学
年

の
、
つ
ま
り
三
年
生
の
指
導
が
重
要
と
な
る
こ
と
が
理
解
で
き
た
の
は
、
具
体
的

な
子
ど
も
の
教
育
を
通
し
て
で
あ
る
。
作
文
指
導
に
限
定
し
て
述
べ
れ
ば
、
「
な

に
を
、
ど
の
よ
う
に
書
け
ば
い
い
の
か
」
と
い
う
の
が
重
要
な
課
題
で
あ
ろ
う
。

1
h
ふ
・
晶
、

1
l
 日
記
指
導
を
中
軸
に
据
え
、
子
ど
も
た
ち
が
自
分
の
生
き
て
い
る
生
活
を

値
打
ち
あ
る
も
の
に
す
る
た
め
の
努
力
を
求
め
、
そ
の
こ
と
を
日
記
に
書
き
綴
る

こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
り
、
子
ど
も
の
抱
え
て
い
る
悩
み
・
苦
し
み
、
そ
し
て
、

今
、
何
を
し
た
ら
い
い
の
か
、
を
子
ど
も
た
ち
に
投
げ
か
け
た
。
全
体
の
子
ど
も

と

一
人
ひ
と
り
の
子
ど
も
に
で
あ
る
。
「
い
ま
書
き
た
い
作
文
を
三
つ
持
っ
て

い
よ
う
。
そ
し
て
読
み
た
い
本
も
三
冊
持
っ
て
い
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由
も

い
え
る
よ
う
に
。
」
を
合
言
葉
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
学
校
の
生
活
目
標
と
し
て
「
昨
日
の
顔
を
持
っ
て
こ
な
い
」
に
し
た
の

も
、
私
自
身
も
一
人
の
教
師
と
し
て
の
成
長
し
た
い
が
故
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
作

文
指
導
に
お
い
て
は
、
表
現
技
術
と
し
て
の
文
章
表
現
力
と
生
活
凝
視
力
と
の
相

関
関
係
を
視
座
に
据
え
て
子
ど
も
の
作
文
力
を
高
め
る
隠
さ
れ
た
指
導
力
を
発
揮

し
よ
う
と
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
あ
た
か
も
子
ど
も
自
ら
が
自
主
性
・
主
体

性
を
発
揮
し
た
よ
う
に
教
師
は
振
る
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
真

実
の
教
師
の
指
導
性
は
こ
こ
に
あ
る
と
断
言
し
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。
中
内
敏
夫
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氏
は
、
綴
方
を
書
く
子
ど
も
た
ち
は
、
「
自
分
で
主
体
的
に
見
つ
め
、
考
え
る
自

由
」
を
よ
り
広
く
深
く
与
え
ら
れ
る
と
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

子
ど
も
は
書
く
と
い
う
形
式
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
活
台
・
生

活
現
実
を
「
自
分
で
主
体
的
に
見
つ
め
、
考
え
る
自
由
」
を
よ
り
広
く
深
く
与

え
ら
れ
、
そ
し
て
こ
れ
を
綴
方
作
品
と
し
て
文
字
文
化
の
世
界
に
き
ざ
み
こ

み
、
い
わ
ば
登
録
す
る
。
教
師
は
、
そ
の
作
品
を
通
じ
て
、

ふ
つ
う
の
状
況
で

は
は
か
り
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
生
活
台
を
「
地
下
百
尺
」
ま
で
お
り
て
と
ら

え
る
こ
と
が
で
き
る
め
が
ね
を
手
に
入
れ
る
。
こ
の
命
題
は
、
生
活
綴
方
運
動

が
と
り
く
ん
で
い
る
日
本
の
子
ど
も
は
、
そ
の
こ
と
が
当
人
に
よ
っ
て
自
覚
さ

れ
て
い
る
、

い
ず
れ
の
ば
あ
い
が
あ
る
と
し
て
も
、
学
校
教
師

い
な
い
か
の
、

に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
る
ま
え
に
す
で
に
な
に
も
の
か
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
、
潜

在
型
に
お
い
て
完
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
児
童
観
を
前
提
に
し
て
い
る
点
に
注

(m) 

目
し
た
い
。

つ
ま
り
、
子
ど
も
た
ち
は
、
書
く
と
い
う
自
分
を
「
主
体
的
に
見
つ
め
、
考
え

る
」
う
え
で
の
「
自
由
」
の
は
ば
を
大
き
く
持
つ
方
法
を
使
っ
て
、
こ
ど
も
た
ち

に
発
見
さ
せ
、

で
き
う
れ
ば
発
明
さ
せ
て
い
く
と
い
う
役
割
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

こ
こ
に
は
教
師
の
隠
さ
れ
た
真
実
の
意
味
で
の
指
導
性
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
子
ど
も
の
書
く
と
い
う
営
為
の
内
的
必
然
性
を
刺
激
す

る
よ
う
な
学
修
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

友
納
氏
は
、
「
綴
り
方
教
授
の
刷
新
」
の
題
目
で
、
〈
綴
る
と
い
ふ
態
度
が
養
は

れ
て
ゐ
な
い
〉
と
〈
文
を
綴
る
と
い
ふ
真
意
を
会
得
し
て
ゐ
な
い
〉
の
二
項
目
を

立
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

一
体
描
く
と
云
ふ
仕
事
は
、
事
柄
を
伝
へ
た
り
、
趣
意
を
述
べ
た
り
す
る
と

き
の
態
度
と
は
全
然
作
者
の
気
分
が
違
っ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
見
た

ま
、
の
生
々
と
し
た
光
景
を
そ
の
侭
に
文
の
面
に
再
現
さ
せ
よ
う
と
努
力
す
る

と
こ
ろ
に
少
な
か
ら
ざ
る
価
値
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
、

る
修
練
と
云
ふ
も
の
は
、
是
非
綴
り
方
の
教
授
と
い
ふ
も
の
を
通
じ
て
行
は
れ

て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
、
若
し
も
か
、
る
方
面
に
向
つ
て
の
考
へ
が
少
し

も
顧
慮
せ
ら
れ
ず
、
只
児
童
が
好
む
ま
、
に
喜
ぶ
ま
、
に
雑
多
な
材
料
が
提
供

せ
ら
れ
、
勝
手
に
綴
ら
せ
ら
れ
た
り
、
不
自
然
な
方
法
で
縛
り
上
げ
ら
る
、
と

云
ふ
こ
と
に
な
っ
た
ら
、
そ
れ
は
全
く
の
野
生
の
も
の
が
出
来
る
か
、
型
に
最

ま
っ
た
片
輪
者
が
出
来
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
思
ふ
の
で
あ
刻
。

つ
ま
り
、
「
見
た
ま
、
の
生
々
し
た
光
景
を
そ
の
侭
に
文
の
面
に
再
現
さ
せ
よ
う

と
努
力
す
る
と
こ
ろ
に
少
な
か
ら
ざ
る
価
値
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
」
と
断
言
す
る
友
納
氏
の
自
信
が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
は
、
友
納
氏
は
、
綴
り
方
教
授
の
基
礎
的
用
件
と
し
て
次
の
よ
う
に
述

べ
る
。

一
体
綴
り
方
と
い
ふ
仕
事
は
、
児
童
が
貯
蓄
せ
る
知
識
・
観
念
の
再
現
で
あ

っ
て
、
既
有
の
思
想
・
感
情
の
整
理
で
あ
る
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
児
童
の
あ
ら

ゆ
る
生
活
|
|
経
験
|
|
学
習
|
|
処
世
ー
ー
に
よ
り
て
得
た
る
思
想
・
感
情

を
有
り
の
ま
、
に
文
字
に
よ
っ
て
発
表
す
る
と
い
ふ
仕
事
に
外
な
ら
な
い
。
従



っ
て
其
表
彰
せ
ら
れ
た
文
章
は
、
必
ず
其
人
の
性
格
か
ら
出
た
色
彩
と
云
ふ
も

の
を
帯
び
て
居
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。
|
|
子
供
は
子
供
相
当
に
、
ー
ー

此
点
か
ら
見
る
と
真
の
綴
り
方
は
児
童
の
生
活
其
物
の
縮
写
で
あ
る
と
い
ふ
こ

と
も
出
来
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
友
納
氏
は
、
「
児
童
の
あ
ら
ゆ
る
生
活
|
|
経
験
|
|
学
習
|
|
処
世

ー
ー
に
よ
り
て
得
た
る
思
想
・
感
情
を
有
り
の
ま
、
に
文
字
に
よ
っ
て
発
表
す
る

と
い
ふ
仕
事
に
外
な
ら
な
い
」
と
、
自
信
を
持
っ
て
言
い
切
る
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
児
童
の
あ
ら
ゆ
る
生
活
か
ら
得
た
思
想
・
感
情
を
有
り
の
ま
、
に
文
字

に
よ
っ
て
発
表
す
る
こ
と
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
従
っ
て
其
表
彰

せ
ら
れ
た
文
章
は
必
ず
其
人
の
性
格
か
ら
出
た
色
彩
と
い
ふ
も
の
を
帯
び
て
居
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
よ
と
強
調
す
る
。

つ
ま
り
、
文
は
人
な
り
、

で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
子
ど
も
の
書
い
た
文
章
は
、
そ
の
子
ど
も
ら
し
さ
の
溢
れ
た

も
の
、

つ
ま
り
個
性
に
彩
ら
れ
た
文
章
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。以

上
の
結
果
、
綴
り
方
の
基
礎
た
る
べ
き
要
件
を
次
の
二
つ
で
あ
る
、
と
友
納

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

一
、
綴
ら
し
む
べ
き
内
容
は
必
ず
児
童
の
有
す
る
想
念
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

児
童
の
有
し
な
い
思
想
や
、
十
分
同
化
し
て
ゐ
な
い
内
容
を
発
表
さ
せ
よ
う

と
す
る
の
は
、
甚
だ
し
き
謬
見
で
あ
る
。

二
、
知
何
に
綴
る
べ
き
か
に
つ
き
て
の
能
力
は
児
童
の
思
想
発
展
の
根
底
に
着

眼
し
て
修
練
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
児
童
の
思
想
は
知
何

教
育
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に
発
展
す
る
か
と
い
ふ
考
へ
の
上
に
基
礎
を
お
い
て
、
或
一
定
の
要
件
に
対

し
て
如
何
に
内
容
を
整
理
し
、
且
知
何
に
発
表
す
べ
き
か
の
工
夫
と
技
能
と

(
包
)

を
修
練
す
る
と
い
ふ
こ
と
に
主
力
を
傾
注
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

つ
ま
り
、
綴
り
方
の
内
容
は
必
ず
児
童
の
有
す
る
想
念
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

か
、
児
童
の
有
し
な
い
思
想
や
、
十
分
同
化
し
て
い
な
い
内
容
を
発
表
さ
せ
よ
う

と
す
る
の
は
謬
見
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
今
日
か
ら
見
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る

が
、
当
時
の
綴
り
方
実
践
現
場
の
教
師
は
、
必
ず
し
も
肯
定
的
に
は
捉
え
ら
れ
て

は
い
な
か
っ
た
。
今
日
の
お
い
て
も
作
文
指
導
を
す
る
教
師
は
、
教
材
研
究
、
子

ど
も
研
究
、
ど
の
よ
う
な
作
文
を
書
か
せ
た
ら
い
い
の
か
、
等
々
を
含
め
て
負
担

は
大
き
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
運
動
会
、
遠
足
、
修
学
旅
行
等
の
行
事
作

文
が
多
く
な
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
よ
い
作
文
を
書
か
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
準

備
、
事
前
の
指
導
、
子
ど
も
の
内
的
必
然
性
と
切
り
結
ぶ
指
導
に
す
る
た
め
の
綿

密
な
計
画
が
必
要
と
な
る
。

こ
こ
で
友
納
氏
の
推
奨
す
る
作
文
を
次
に
紹
介
す
る
。

パ
ウ
シ
ト
リ
(
尋一

男
児
)

ケ
フ
ノ
タ
イ
ソ
ウ
ノ
ジ
カ
ン
ニ
、
パ
ウ
シ
ト
リ
ガ
ア
リ
マ
シ
タ
。

ア
カ
ハ
ヒ
ガ
シ
ウ
ン
ド
ウ
パ
デ
、
シ
ロ
ハ
ニ
シ
ウ
ン
ド
ウ
パ
ニ
ア
ツ
マ
リ
マ
シ

タ
。
セ
ン
セ
イ
ガ
、

フ
エ
ヲ
フ
カ
レ
ル
ト
、

ア
カ
ト
シ
ロ
ト
、

一
ド
ニ
ウ
ワ
ア

ツ
ト
イ
ツ
テ
、
セ
ン
ソ
ウ
ヲ
ハ
ジ
メ
マ
シ
タ
。

シ
ロ
ノ
モ
ノ
ガ
、
パ
ウ
シ
ヲ
ト
ラ
レ
タ
リ
、

ア
カ
ノ
モ
ノ
ガ
ト
ラ
レ
タ
リ
シ
マ

シ
タ
ガ
、
ボ
ク
ハ
ト
ラ
レ
マ
セ
ン
デ
シ
タ
。
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ソ
ノ
ウ
チ
ニ
シ
ロ
ノ
モ
ノ
ハ
、
ミ
ン
ナ
ト
ラ
レ
テ
シ
マ
ツ
テ
、
ヤ
マ
ガ
タ
ク
ン

ガ
、
ヒ
ト
リ
ノ
コ
ツ
テ
ヰ
マ
シ
タ
ノ
ヲ
、
サ
イ
ト
ウ
ク
ン
ガ
、
ウ
シ
ロ
カ
ラ
ト

ピ
ツ
イ
テ
ト
リ
マ
シ
タ
。
ケ
フ
ノ
パ
ウ
シ
ト
リ
ハ
、
五
ヘ
ン
ア
ツ
タ
ノ
ニ
、
五

へ
ン
ナ
ガ
ラ
ア
カ
ガ
カ
チ
マ
シ
タ
。
ボ
ク
ハ
タ
イ
ソ
ウ
ウ
レ
シ
ウ
ゴ
ザ
イ
マ
シ

タ。こ
の
作
文
に
対
し
て
、
友
納
氏
は
、
「
此
文
章
は
帽
子
取
り
の
遊
戯
を
行
っ
た

後
に
時
間
を
与
へ
て
綴
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
。
」
、
「
此
文
章
な
ど
は
自
然
と
順
序

が
整
っ
て
複
雑
な
事
実
が
割
合
に
は
っ
き
り
と
記
述
さ
れ
て
ゐ
る
。
」
、
「
児
童
の

偽
ら
ず
飾
ら
ざ
る
記
述
は
反
っ
て
生
寄
り
の
麗
文
佳
句
を
並
べ
立
て
た
文
章
よ
り

{
u
n
)
 

も
趣
味
が
深
い
。
」
と
評
価
す
る
。

確
か
に
、
こ
の
一
年
生
の
作
文
は
、
有
り
の
侭
に
書
い
た
も
の
の
と
し
て
評
価

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
「
ボ
ク
ハ
ト
ラ
レ
マ
セ
ン
デ
シ
タ
。
」
と
の
表
現
は
低
学
年
ら

し
い
表
現
で
あ
る
。
自
由
に
子
ど
も
を
信
頼
し
て
書
か
せ
た
こ
と
が
分
か
る
。
友

納
氏
も
、
「
ど
う
も
今
日
の
綴
り
方
は
あ
ま
り
初
め
か
ら
児
童
を
縛
り
上
げ
る
や

う
な
傾
き
が
あ
る
。
教
師
が
自
己
の
考
へ
に
よ
っ
て
一
つ
の
型
を
捺
へ
て
お
い

て
、
其
型
の
中
に
児
童
の
思
想
を
無
理
無
体
に
押
し
込
め
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ

る
。
之
れ
は
現
今
の
綴
り
方
問
題
と
し
て
は
決
し
て
見
逃
す
こ
と
の
出
来
な
い
大

{
倍
。
}

き
な
問
題
で
は
あ
る
ま
い
か
。
」
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
が
、
今
日
的
な
意
味
で

い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
当
時
こ
の
よ
う
な
斬
新
な
考
え
方
を
持
っ
て
い
た

友
納
氏
を
評
価
し
た
い
の
で
あ
る
。

友
納
氏
は
、
そ
の
綴
り
方
指
導
の
中
核
に
練
習
目
的
論
を
位
置
づ
け
る
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
故
の
限
界
も
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
尋
常
科
第
五
学
年
の
指
導
と
し
て

四

位
置
づ
け
る
「
作
者
と
し
て
の
態
度
を
養
ふ
こ
と
」
は
評
価
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

自
己
の
生
活
の
中
心
に
作
者
と
し
て
の
態
度
を
養
う
こ
と
を
位
置
づ
け
て
い
る
こ

と
の
意
味
・
価
値
で
あ
る
。
人
間
に
と
っ
て
書
く
と
い
う
営
為
が
何
で
あ
る
の

か
、
書
く
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
人
間
が
人
間
ら
し
く
生
き
る
こ
と
に
連
携
す
る

よ
う
な
指
導
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
書
く
こ
と
が
生
き
る
こ
と
で
あ
る
、
と

い
う
世
界
を
子
ど
も
た
ち
に
構
築
さ
せ
る
大
き
な
意
図
が
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

友
納
氏
は
、
次
の
よ
う
な
重
要
な
提
言
を
す
る
。

尋
五
の
第
一
学
期
は
第
四
学
年
に
継
続
し
て
、
主
と
し
て
思
想
の
纏
め
方
と

之
れ
を
表
彰
す
る
方
法
と
を
練
習
す
る
。

尋
四
の
第
二
学
期
頃
か
ら
練
習
さ
れ
て
来
た
六
何
法
の
練
習
は
、
此
学
年
に

至
っ
て
い
よ
/
¥
発
展
し
、
文
を
綴
る
に
は
必
ず
先
づ
目
的
を
定
め
、
次
い
で

作
者
と
し
て
の
態
度
を
確
か
に
決
め
さ
せ
る
。
か
く
て
材
料
に
従
っ
て
描
写
す

べ
き
か
叙
述
す
べ
き
か
は
た
ま
た
説
明
す
べ
き
か
を
確
か
に
区
別
さ
せ
、
而
し

て
後
文
を
筆
に
す
る
こ
と
を
練
習
す
る
。
従
っ
て
此
時
期
に
於
い
て
児
童
に
課

す
べ
き
材
料
は
成
る
べ
く
い
ろ
/
¥
な
種
類
に
互
り
雑
多
な
文
材
を
提
供
し
な

(
お
)

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

つ
ま
り
、
友
納
氏
は
、
「
文
を
綴
る
に
は
必
ず
目
的
を
定
め
、
次
い
で
作
者
と
し

て
の
態
度
を
確
か
に
さ
せ
る
よ
こ
と
を
あ
げ
る
。
そ
し
て
材
料
に
よ
っ
て
書
く

方
法
を
決
め
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
「
描
写
」
、
「
叙
述
」
、
「
説
明
」

を
あ
げ
る
。
こ
の
方
法
は
少
し
、
小
学
生
に
は
困
難
で
あ
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ

る
が
。
と
い
う
の
も
子
ど
も
自
身
の
方
法
に
任
せ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
の
か
、



と
も
思
う
の
で
あ
る
が
。
書
い
た
作
文
を
見
直
す
段
階
に
で
も
位
置
づ
け
て
も
い

い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
友
納
氏
が
例
と
し
て
掲
載
し
て
い
る

綴
り
方
が
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
文
体
を
要
求
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
尋
常

五
年
生
の
段
階
で
は
、
描
写
、
説
明
、
叙
述
と
書
き
分
け
る
力
を
要
求
す
る
こ
と

は
無
理
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
子
ど
も
た
ち
が
書
か

さ
れ
る
綴
り
方
か
ら
解
放
さ
れ
る
端
緒
が
友
納
氏
、
芦
田
氏
の
著
書
か
ら
灰
見
え

る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
に
お
い
て
、
大
正
七
年
に
創
刊
さ
れ

る
鈴
木
三
重
吉
の
雑
誌
「
赤
い
鳥
」
文
芸
主
義
的
綴
り
方
運
動
は
そ
れ
な
り
に
画

期
的
で
あ
っ
た
と
評
価
し
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。
友
納
氏
も
そ
の
影
響
を
受
け
る

よ
う
に
な
る
。

例
を
あ
げ
て
み
る
。

ず
い
虫
(
尋
五

男
児
)

日
曜
日
に
理
科
の
先
生
か
ら
ず
い
虫
を
研
究
し
て
来
る
や
う
に
命
ぜ
ら
れ
た
の

で
、
朝
早
く
家
を
出
て
御
幸
橋
を
こ
え
、
小
道
を
っ
た
っ
て
稲
田
の
な
か
に
は

い
っ
た
。
丁
度
其
稲
田
の
中
に
百
姓
の
お
ぢ
い
さ
ん
が
ゐ
た
の
で
、
「
ず
い
虫
」

の
つ
い
た
稲
や
二
本
ぬ
い
て
下
さ
い
ま
せ
ん
か
。
と
た
の
む
と
「
お
や
す
い
こ

と
」
と
気
易
く
一
本
ぬ
い
て
く
れ
た
。

ぼ
く
は
先
生
か
ら
教
へ
ら
れ
た
と
ほ
り
に
、
稲
の
節
の
と
こ
ろ
を
つ
み
割
っ
て

見
る
と
、

ふ
し
の
中
に
七
八
分
の
う
す
茶
色
を
し
た
虫
が
は
い
っ
て
ゐ
る
。
か

ら
だ
に
は
二
本
の
線
が
あ
っ
て
足
は
胸
と
腹
と
に
三
対
つ
い
て
ゐ
る
。

ず
い
虫
の
は
い
っ
て
ゐ
る
稲
は
大
が
い
枯
れ
て
ゐ
る
。
百
姓
は
此
枯
れ
た
稲
を

一
つ
一
つ
ぬ
き
取
っ
て
ゐ
る
。
ぬ
き
取
っ
た
稲
は
一
つ
に
集
め
て
石
油
を
か
け

教
育
学
部
論
集

第
十
二
号
(
二
O
O
一
年
三
月
)

て
焼
い
て
し
ま
う
さ
う
で
あ
る
。

こ
の
ず
い
虫
が
だ
ん

/
1お
お
き
く
な
る
と
蛾
に
な
っ
て
と
ん
で
ま
は
る
、
其

時
百
姓
は
田
の
中
に
殺
虫
燈
と
い
ふ
も
の
を
つ
け
て
蛾
を
殺
し
て
し
ま
う
と
い

ふ
お
話
を
聞
い
て
居
た
。
ぼ
く
は
其
殺
虫
燈
を
見
た
い
と
思
っ
て
田
の
中
を
あ

ち
ら
こ
ち
ら
と
尋
ね
あ
る
い
た
が
と
う
と
う
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。

此
ず
い
虫
の
蛾
は
た
く
さ
ん
な
卵
を
稲
の
葉
の
裏
に
生
み
つ
け
る
。
其
卵
が
か

へ
る
と
幼
虫
と
な
っ
て
其
の
中
に
く
ひ
こ
ん
で
稲
を
く
ひ
か
ら
し
て
し
ま
う
。

食
ふ
だ
け
食
ふ
と
繭
の
や
う
な
も
の
に
か
ら
ん
で
踊
に
な
る
。
踊
は
す
ぐ
に
蛾

に
な
っ
て
と
び
ま
は
り
又
卵
を
生
み
つ
け
る
。
こ
の
や
う
に
し
て
一
び
き
の
ず

い
虫
が
だ
ん
/
L
I
と
た
く
さ
ん
な
数
に
ふ
え
て
稲
を
か
ら
し
て
し
ま
う
の
で
百

姓
は
い
ろ
/
¥
と
工
夫
し
て
此
虫
を
と
っ
て
殺
さ
う
と
骨
を
折
る
さ
う
で
あ

る。こ
の
文
章
に
対
し
て
友
納
氏
は
、
次
の
よ
う
な
選
評
を
行
っ
て
い
る
。

「
前
の
文
章
と
比
較
す
る
と
説
明
の
態
度
が
余
程
相
違
し
て
ゐ
る
。
」
、
「
前
半
は
殆

ど
叙
述
の
態
度
を
と
っ
て
ゐ
る
。
」
、
「
叙
述
と
説
明
と
が
余
程
よ
く
調
和
し
て
ゐ

る
。
」
、
「
此
部
分
は
説
明
の
態
度
が
鮮
い
か
に
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
。
」
、
「
描
写
の
態

{
初
}

度
を
と
っ
た
も
の
。
」
と
書
か
れ
る
。
全
体
的
に
文
章
技
術
に
触
れ
て
指
導
し
ょ

う
と
の
配
慮
が
見
ら
れ
る
、
と
把
握
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
子

ど
も
の
生
活
指
導
へ
の
言
及
は
見
ら
れ
な
い
。
例
え
ば
、
「
百
姓
の
お
ぢ
い
さ
ん

に
よ
く
聞
き
ま
し
た
ね
」
と
か
、
「
『
稲
の
節
の
と
こ
ろ
を
つ
み
割
っ
て
見
る
と
、

ふ
し
の
中
に
七
八
分
の
う
す
茶
色
を
し
た
虫
が
は
い
っ
て
ゐ
る
』
の
と
こ
ろ
の
文

章
で
は
、
よ
く
目
を
働
か
せ
て
い
る
。
ま
た
大
き
さ
と
か
色
に
も
触
れ
て
い
る
よ

五



児
童
文
章
史
の
研
究
(
問
屋
昭
雄
)

う
に
細
か
い
観
察
が
出
来
て
い
る
の
も
い
い
よ
よ
と
い
っ
た
子
ど
も
の
意
欲
に

働
き
か
け
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
自
分
の
疑
問
を
お
ぢ
い
さ
ん
に

ぶ
っ
つ
け
て
聞
い
て
い
る
と
こ
ろ
も
よ
い
よ
と
の
子
ど
も
の
働
き
か
け
は
評
価

で
き
る
。

最
後
の
文
章
は
、
五
年
生
の
子
ど
も
と
し
て
は
卓
抜
で
あ
る
。
科
学
的
な
思
考

力
も
手
繰
り
寄
せ
て
い
る
。
こ
こ
を
生
活
綴
方
の
教
師
は
、
的
確
の
評
価
で
き
る

能
力
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
こ
の
や
う
に
し
て
一
び
き
の
ず
い
虫
が
だ
ん

/
¥
1
と
た
く
さ
ん
な
数
に
ふ
え
て
稲
を
か
ら
し
て
し
ま
う
の
で
百
姓
は
い
ろ

/
1

と
工
夫
し
て
此
虫
を
と
っ
て
殺
さ
う
と
骨
を
折
る
さ
う
で
あ
る
。
」
は
こ
の
子
ど

も
の
文
章
力
の
凄
さ
を
示
し
て
い
る
が
故
に
、
誉
め
て
や
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う

す
れ
ば
、
こ
の
子
は
書
く
こ
と
の
意
味
を
見
出
し
、
自
己
の
書
く
生
活
を
自
己
の

も
の
と
す
る
筈
で
あ
る
。
藤
原
与
一
氏
は
、
「
書
く
生
活
」
を
次
の
よ
う
に
位
置

づ
け
る
。書

く
と
は
ど
う
す
る
こ
と
か
。
書
い
て
自
己
を
あ
ら
わ
す
こ
と
で
あ
る
。
入

は
、
社
会
の
中
で
、
社
会
人
と
し
て
、
人
と
と
も
に
暮
ら
し
て
い
く
た
め
に

は
、
|
|
複
雑
な
人
間
関
係
の
生
活
を
い
と
な
ん
で
い
く
た
め
に
は
、
自
己
を

表
現
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
、
自
己
と
い
う
個
人
・
個
性
が
こ

こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
、
自
己
を
表
現
し
て
い
き
た
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
自
己
を
表
現
す
る
言
語
的
手
段
と
し
て
、
人
は
、
あ
る
い
は
話

し
、
あ
る
い
は
書
く
。
書
く
こ
と
で
言
え
ば
、
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
表

現
す
る
と
こ
ろ
に
、
書
く
こ
と
の
意
義
が
あ
る
。

書
か
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
の
が
人
生
で
あ
る
。

-'--
ノ、

書
か
な
い
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
の
が
人
生
で
あ
る
。

自
己
の
表
現
の
た
め
に
書
き
あ
ら
わ
す
の
だ
と
す
れ
ば
、
書
く
こ
と
は
、
人

間
存
在
に
と
っ
て
、
本
来
、
よ
ろ
こ
び
で
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
書
く
こ

と
に
は
、
そ
れ
な
り
の
、
表
現
の
よ
ろ
こ
び
を
と
も
な
う
は
ず
で
あ
る
。
た
と

え
苦
し
ん
で
文
章
を
書
い
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
そ
こ
な
り
に
、
表
現
者
・

{
沼
)

人
間
の
、
表
現
の
よ
ろ
こ
び
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

つ
ま
り
、
こ
こ
に
は
藤
原
氏
の
作
文
指
導
の
哲
学
が
存
在
す
る
。
方
言
を
生
活
語

と
い
い
、
人
間
の
言
語
生
活
を
重
視
さ
れ
る
姿
勢
で
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知

の
事
実
で
あ
る
。
「
書
く
こ
と
は
、
人
間
存
在
に
と
っ
て
、
本
来
、
よ
ろ
こ
び
で

あ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
」
の
立
言
は
、
藤
原
言
語
学
の
研
究
の
成
果
か
ら
出

た
言
葉
で
あ
る
が
故
に
説
得
力
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
書
く
と
い
う
営
為
は
、

人
間
存
在
に
と
っ
て
よ
ろ
こ
び
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
ば
が
、
書
く
こ
と

の
原
点
に
位
置
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
可
能
に
す
る

綴
方
実
践
が
不
可
欠
の
要
件
と
な
る
。
前
掲
の
綴
方
の
作
者
の
書
い
た
、
「
ず
い

虫
」
は
、
ま
さ
に
よ
ろ
こ
び
の
表
現
で
あ
る
。
自
己
表
現
の
生
活
が
確
立
し
た
こ

と
を
も
意
味
す
る
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
藤
原
氏
の
提
言
は
児
童
文
章
史
の

成
立
の
基
底
に
あ
っ
て
重
要
と
な
る
。

以
上
の
如
く
友
納
氏
の
綴
方
指
導
を
検
討
し
た
の
で
あ
る
が
、
写
生
文
の
影
響

を
引
き
ず
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
子
ど
も
の
内
的

必
然
性
を
引
き
出
す
努
力
は
認
め
ら
れ
る
。
尋
一
に
位
置
づ
け
る
「
言
語
の
綴
り

方
」
、
「
単
語
の
綴
り
方
」
、
「
有
り
の
侭
の
記
述
」
が
入
門
期
の
指
導
と
し
て
定
位

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
評
価
で
き
、
尋
回
以
上
の
学
年
に
「
思
想
の
纏
め
方
表
は
し



方
」
、
尋
五
、
尋
六
に
位
置
づ
け
る
「
写
生
的
記
述
」
、
綴
り
方
の
部
分
練
習
学
習

と
し
て
「
静
的
記
述
」
か
ら
「
動
的
記
述
」
も
評
価
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
ま

と
ま
り
の
文
章
を
書
く
以
前
の
練
習
学
習
の
必
要
性
も
今
も
変
わ
ら
な
い
の
で
あ

る
。
「
概
案
」
と
し
て
練
習
を
目
的
と
す
る
綴
り
方
を
主
張
す
る
友
納
氏
の
綴
り

方
教
育
論
は
、
過
渡
期
の
も
の
と
し
て
評
価
し
た
い
。
子
ど
も
の
文
章
史
成
立
の

上
か
ら
も
子
ど
も
が
自
己
の
文
体
を
獲
得
す
る
基
礎
的
萌
芽
期
と
し
て
定
位
で
き

る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

二
、
児
童
文
章
史
の
成
立
過
程

こ
の
節
で
は
、
主
要
に
は
、
「
赤
い
鳥
」
の
文
章
を
中
心
に
し
て
論
究
す
る
こ

と
に
す
る
。
雑
誌
「
赤
い
鳥
」
は
、
大
正
七
(
一
九
一
八
)
年
七
月
に
鈴
木
三
重

吉
に
よ
っ
て
創
刊
さ
れ
る
。
頭
初
の
頃
の
「
赤
い
鳥
」
の
綴
り
方
に
つ
い
て
の
研

究
は
少
な
い
こ
と
も
あ
り
、
今
回
ふ
れ
る
こ
と
に
す
る
の
は
、
投
稿
す
る
子
ど
も

た
ち
の
文
章
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
り
、
ま
た
表
現
の
質
を
も
視
座

に
据
え
て
論
究
し
た
い
が
故
の
こ
と
で
も
あ
る
。

雑
誌
「
赤
い
鳥
」
の
創
刊
号
に
掲
載
さ
れ
た
応
募
作
文
は
、
「
て
ん
か
ん
」
、

「
二
匹
の
子
熊
」
、
「
ポ
チ
」
、
「
小
猫
」
、
「
船
」
、
「
お
人
形
の
話
」
、
「
洪
水
」
、
「
兄

さ
ん
と
鶏
」
の
八
編
で
あ
る
。
次
に
作
文
を
紹
介
す
る
。

ポ
チ
(
賞
)

本
所
緑
小
学
校
尋
常
五
年
生

浅
川
い
と
子

ポ
チ
は
大
へ
ん
か
は
い
ら
し
い
犬
で
す
。
ポ
チ
と
よ
ん
で
や
る
と
、
う
れ
し

教
育
学
部
論
集
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さ
う
に
尾
を
ふ
っ
て
飛
び
つ
い
て
ま
ゐ
り
ま
す
。
私
が
お
つ
か
ひ
に
行
く
時
に

は
、
き
っ
と
後
を
つ
い
て
ま
ゐ
り
ま
す
。

自
の
ま
へ
に
お
菓
子
な
ど
を
お
い
て
、
ち
ん
/
¥
1
と
云
ふ
と
、
ち
ん

/
1を

し
ま
す
。
お
預
け
も
し
ま
す
。
き
の
ふ
も
、
お
あ
づ
け
を
さ
し
て
お
い
て
、
ね

た
ふ
り
を
し
て
ゐ
ま
す
と
、
わ
ん
と
さ
い
そ
く
を
し
ま
し
た
。

兄
さ
ん
と
鶏

長
野
上
諏
訪
町
高
島
小
学
校
五
年
生

矢
崎
ま
す
よ

私
の
家
に
は
兄
弟
が
八
人
を
り
ま
す
。
お
父
様
は
あ
り
ま
せ
ん
。

一
番
上
の

兄
さ
ん
は
、
私
の
小
さ
い
時
分
に
東
京
へ
行
っ
た
き
り
、
幾
年
も
帰
っ
て
来
た

こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
を
と
年
ひ
さ
し
ぶ
り
で
帰
っ
て
来
た
時
に
は
、
何

だ
か
気
づ
ま
り
で
た
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
次
の
兄
さ
ん
た
ち
は
、
毎
年
冬
に
な
る
と
東
京
へ
行
き
ま
す
。
そ
の
時

は
、
女
ば
か
り
に
な
り
ま
す
か
ら
、
寂
し
う
ご
ざ
い
ま
す
。

裏
に
は
鶏
を
飼
っ
て
を
り
ま
す
。
こ
の
鶏
は
、
子
供
だ
と
馬
鹿
に
し
て
、
ぢ

き
に
飛
び
つ
き
ま
す
。
そ
ん
な
時
に
は
い
つ
も
大
き
な
榛
で
お
ど
か
し
て
や
り

ま
す
。

「
選
後
に
」
と
題
し
て
鈴
木
三
重
吉
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

以
上
八
つ
の
作
文
は
、
私
の
手
も
と
に
集
ま
っ
た
、
二
百
七
十
七
編
の
中
か

ら
い
ん
な
の
お
手
本
に
な
る
や
う
な
よ
い
も
の
ば
か
り
を
選
り
ぬ
い
た
の
で

す
。
「
て
ん
か
ん
」
と
「
お
人
形
さ
ん
」
と
だ
け
は
、
私
が
い
ら
な
い
と
こ
ろ

を
少
し
づ
っ
削
り
ま
し
た
。
そ
の
ほ
か
は
、
す
べ
て
を
通
じ
て
、
字
の
間
違
い

と
仮
名
づ
か
い
の
誤
り
を
直
し
た
ず
で
、

一
寸
も
他
人
の
手
は
這
入
っ
て
は
を

七
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り
ま
せ
ん
。
す
べ
て
大
人
で
も
子
供
で
も
、
み
ん
な
か
う
い
ふ
風
に
、
文
章
は

あ
っ
た
こ
と
感
じ
た
こ
と
を
、
不
断
使
っ
て
ゐ
る
ま
、
の
あ
た
り
ま
へ
の
言
葉

を
使
っ
て
、
あ
り
の
ま
、
に
書
く
や
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
少
な
く
と
も
、
さ

う
い
ふ
文
章
を
を
一
ば
ん
よ
い
文
章
と
し
て
褒
め
る
や
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
間

違
ひ
で
す
。
(
傍
点

筆
者
)

つ
ま
り
、
三
重
吉
は
、
「
文
章
は
、
あ
っ
た
こ
と
感
じ
た
こ
と
を
、
不
断
使
っ
て

ゐ
る
ま
、
の
あ
た
り
ま
へ
の
言
葉
を
使
っ
て
、
あ
り
の
ま
、
に
書
く
や
う
に
な
ら

な
け
れ
ば
、
少
な
く
と
も
さ
う
い
ふ
文
章
を
一
ば
ん
よ
い
文
章
と
し
て
褒
め
る
や

う
に
な
ら
な
け
れ
ば
間
違
ひ
で
す
よ
と
い
う
箇
所
か
ら
出
発
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
自
信
は
、
正
岡
子
規
の
、
あ
る
い
は
坂
本
四
方
太
の
写
生
文
の
影
響

が
あ
る
こ
と
は
夙
に
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
赤
い
鳥
」
の
創
刊

号
の
応
募
作
文
は
、
こ
の
レ
ベ
ル
か
ら
出
発
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
赤
い

鳥
」
第
二
号
、
八
月
号
で
は
、
十
四
編
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

い
く
つ
か
の
作
文
を
紹
介
す
る
。

ぼ
く
の
組
の
生
徒
(
賞
)牛

込
成
城
小
学
校
二
年
生

河
合

俊
雄

伊
藤
君
は
、
き
ゃ
う
し
つ
に
は
ひ
る
と
、
わ
ら
っ
た
り
ふ
ざ
け
た
り
い
ろ
ん

な
こ
と
を
し
ま
す
。
二
人
で
に
ら
め
っ
こ
を
す
る
と
、
伊
藤
く
ん
は
、
し
た
を

だ
し
て
、
か
ほ
に
し
わ
を
ょ
せ
る
の
で
、
を
か
し
く
て
ぢ
き
わ
ら
ひ
ま
す
。
ぽ

く
が
な
に
か
い
ふ
と
、
な
ん
だ
い
な
ん
だ
い
と
い
ひ
ま
す
。

今
、
伊
藤
君
は
、

で
こ
は
ち
の
ゃ
う
で
す
。
僕
が
わ
ら
っ
た
ら
伊
藤
君
が
え

}¥ 

ん
/
1
1
/
¥
と
い
ひ
ま
し
た
。
伊
藤
君
は
、
ご
は
ん
を
た
べ
る
と
き
、

い
ろ
ん

な
こ
と
を
い
ふ
の
で
、
ご
は
ん
を
た
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

結
城
君
は
、
あ
せ
と
お
し
ろ
い
く
さ
い
で
す
。
ゅ
う
き
く
ん
は
、
ほ
そ
な
が

み
た
い
で
す
。
ゅ
う
き
く
ん
は
、
え
ん
ぴ
つ
を
く
は
へ
て
、
う
ふ
ん
/
¥
。
と
い

ひ
ま
し
た
。

ゅ
う
き
く
ん
は
、
し
ゃ
う
か
の
と
き
に
は
、
か
ほ
に
し
わ
を
よ
せ
ま
す
。
じ

を
か
く
と
き
、
手
を
ま
く
ら
に
し
て
か
く
と
こ
ろ
は
、
ち
ゃ
う
ど
、
す
ず
め
の

お
な
か
の
や
う
で
す
。

ゅ
う
き
く
ん
の
あ
た
ま
は
、
ま
へ
が
、

へ
こ
ん
で
ゐ
て
、
う
し
ろ
が
、

や
ま

の
や
う
に
で
ば
っ
て
ゐ
ま
す
。
僕
た
ち
が
な
に
か
、

ふ
と
、
あ
な
た
は
な
ん
ち

ふ
人
で
す
か
、
と
い
ひ
ま
す
。

ゅ
う
き
く
ん
は
く
つ
し
た
の
上
に
ひ
ざ
ば
う
ず
が
出
て
ゐ
ま
す
。
わ
ら
ふ
と

は
が
ぬ
け
て
ゐ
ま
す
。

田
中
君
は
、
あ
ば
れ
る
と
人
を
ぶ
っ
た
り
ひ
っ
か
い
た
り
し
ま
す
。
ふ
ざ
け

る
と
、
う
め
の
た
ね
を
ひ
た
ひ
の
と
こ
ろ
へ
や
っ
て
、
そ
れ
を
な
め
ま
す
。

ま
た
、
は
な
を
ち
ょ
こ
ん
と
二
本
た
ら
し
て
ゐ
ま
す
。
せ
ん
は
、

ゅ
、
つ
ぎ
の

と
き
、
よ
わ
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
ご
ろ
は
つ
よ
く
な
り
ま
し
た
。
ゑ
を
か

く
時
に
は
僕
の
か
お
を
か
き
ま
す
。

中
川
は
、
け
ふ
、
さ
げ
ふ
し
つ
で
、
お
し
つ
こ
を
た
れ
ま
し
た
。

つ
よ
い
人
が
か
か
る
と
、

い
や
だ
よ
、
ご
め
ん
と
い
ひ
ま
す
。
昨
日
み
ん
な

が
、
ご
は
ん
を
た
べ
て
し
ま
っ
て
も
、
ま
だ
た
ベ
て
ゐ
ま
し
た
の
で
み
ん
な
が

わ
ら
ひ
ま
し
た
。

中
川
は
ご
は
ん
を
ね
ず
み
に
た
べ
さ
せ
る
と
い
ひ
ま
し
た
。



お
祭
り
(
賞
)

本
所
緑
小
学
校
五
年
生

荒
木
千
代
子

き
の
ふ
は
天
神
さ
ま
の
お
祭
り
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
私
の
う
ち
の
弟
は
朝
か

ら
半
も
、
ひ
き
は
い
て
、
裾
を
は
し
よ
っ
て
、
は
ち
ま
き
を
し
て
、
お
み
こ
し

を
か
つ
ぎ
ま
は
り
ま
し
た
。
私
は
定
子
さ
ん
の
う
ち
で
遊
ん
で
を
り
ま
し
た
。

太
鼓
が
な
り
ま
し
た
の
で
、

い
そ
い
で
外
へ
出
て
見
ま
す
と
、
り
っ
ぱ
な
お
み

こ
し
が
四
だ
い
来
て
、
お
し
、
が
二
つ
来
ま
し
た
。

く
ら
が
り
(
賞
)

京
橋
築
地
小
学
校
三
年
生

吉
田

貞

私
は
、
あ
る
ば
ん
、
お
と
な
り
の
村
上
さ
ん
の
所
へ
行
っ
た
。
み
ん
な
は
、

第
一
に
双
六
を
し
よ
う
と
い
っ
て
一
番
お
も
し
ろ
い
豊
臣
秀
吉
の
双
六
を
し

た
。
中
ほ
ど
に
な
る
と
で
ん
き
が
き
え
て
ま
つ
暗
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
す
る

と
私
の
そ
ば
に
ゐ
た
子
が
、
私
を
さ
ぐ
り
あ
て
¥
「
こ
れ
は
吉
田
く
ん
だ
ら

う
」
と
い
っ
た
。
こ
ん
ど
は
私
が
「
こ
れ
は
永
田
君
、
だ
ね
」
と
い
っ
て
永
田
君

の
は
な
を
つ
ま
ん
だ
。
永
田
君
は
「
ぅ
、
ぅ
/
¥
l
」
と
い
っ
た
。
私
の
前
に
ゐ

た
村
上
さ
ん
が
ふ
い
に
、
「
う
お
う
」
と
ど
な
っ
た
。
す
る
と
こ
ん
ど
は
「
だ

れ
だ
か
「
お
ば
け
だ
」
と
い
っ
た
。
皆
は
お
ど
ろ
い
て
に
げ
こ
ん
で
し
ま
っ

た
。
私
は
、
く
ら
が
り
を
よ
く
す
か
し
て
見
た
ら
、
ち
い
さ
な
く
ろ
い
も
の
が

ぢ
き
そ
ば
に
ゐ
た
。
私
は
「
ね
ず
み
だ
/
k
s
」
と
い
っ
た
。
村
上
さ
ん
は
「
ね

ず
み
ぢ
ゃ
な
い
、
ね
こ
だ

/
L」
と
い
っ
た
。
村
上
さ
ん
は
「
ね
ず
み
ぢ
ゃ
な

ぃ
、
ね
こ
だ
/
¥
」
と
い
っ
た
。

そ
の
う
ち
に
、
ひ
ょ
い
と
で
ん
き
が
と
ぼ
っ
た
。
見
る
と
、
ね
ず
み
も
ね
こ

教
育
学
部
論
集

第
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二
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二
O
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一
年
三
月
)

(
的
関
)

も
ゐ
な
か
っ
た
。
み
ん
な
は
、
「
や
ア
い
」
と
笑
っ
た
。

以
上
の
子
ど
も
の
作
文
か
ら
、
子
ど
も
の
有
り
の
侭
の
生
活
が
描
か
れ
て
い
る

こ
と
が
分
か
り
、
子
ど
も
の
表
現
力
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
嬉
し
い
こ
と
で

あ
る
。
三
重
吉
も
「
選
ん
だ
あ
と
に
」
と
題
し
て
「
こ
ん
ど
も
立
派
な
作
文
ば
か

り
を
選
び
ま
し
た
。
ご
ほ
う
び
を
あ
げ
な
い
文
で
も
、
た
f

か
い
で
あ
る
こ
と

が
、
ほ
か
と
く
ら
べ
て
少
し
あ
り
ふ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
だ
け
で
、

ふ
つ
う
の
人
た

ち
の
作
文
と
く
ら
べ
る
と
、
ど
ん
な
に
よ
い
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
次
に
私
は
頭
で

こ
し
ら
へ
て
書
い
た
作
文
は
と
り
ま
せ
ん
か
ら
、
ど
う
か
、
見
た
こ
と
聞
い
た
こ

と
、
あ
っ
た
こ
と
を
、
そ
の
ま
、
書
い
た
作
文
を
よ
こ
し
て
く
だ
さ
い
。
今
度
の

『
く
ら
が
り
』
だ
の
『
兵
た
い
さ
ん
と
せ
ん
こ
う
て
い
』
の
や
う
に
、
何
で
も
か

ま
は
ず
自
由
に
書
い
て
御
覧
な
さ
い
。
」
と
書
き
つ
け
る
。

ま
た
、
「
通
信
欄
」
に
木
内
高
音
氏
は
、
「
私
は
先
日
牛
込
原
町
の
成
城
小
学
校

へ
行
き
、

一
年
生
の
授
業
を
見
せ
て
戴
き
ま
し
た
。
教
室
に
は
三
十
人
ば
か
り
の

生
徒
が
め
い
/
1
1
に
、
大
き
な
声
で
全
部
片
仮
名
で
書
い
た
、
或
お
話
の
本
を
読

ん
で
ゐ
ま
し
た
。
そ
の
仮
名
の
右
側
に
は
先
生
の
お
手
で
処
処
に
朱
で
漢
字
が
書

き
入
れ
て
あ
り
ま
し
た
。
(
中
略
)
し
ま
ひ
に
生
徒
が
自
由
に
書
い
た
作
文
と
絵

と
を
見
せ
て
戴
き
ま
し
た
。
私
は
こ
の
生
徒
た
ち
が
こ
の
ま
、
で
大
人
の
真
似
を

し
な
い
で
大
き
く
な
っ
た
ら
、
み
ん
な
絵
の
名
人
、
文
章
の
名
人
に
な
る
に
違
ひ

(
鉛
}

な
い
と
思
ひ
ま
し
た
。
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
せ
ら
れ
る
。
つ
ま

り
、
成
城
小
学
校
に
は
綴
方
指
導
の
実
践
者
で
あ
り
、
多
く
の
綴
方
指
導
に
関
す

る
著
書
も
あ
る
奥
野
庄
太
郎
氏
が
い
た
こ
と
で
あ
る
。
木
内
高
音
は
、
雑
誌
「
赤

い
鳥
」
の
編
集
を
手
伝
い
、
子
ど
も
の
綴
方
・
作
文
に
興
味
・
関
心
を
豊
か
に
持

九
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っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
成
城
小
学

校
の
子
ど
も
の
作
文
が
多
く
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
切
っ
掛
け
を
示
す
文
章
で

あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
お
く
。
つ
ま
り
、
初
期
「
赤
い
鳥
」
綴
方
の
骨
格
を
作

る
の
に
寄
与
し
た
の
は
成
城
小
学
校
の
協
力
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
確
に
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

成
城
小
学
校
か
ら
の
作
文
が
次
の
号
に
掲
載
さ
れ
る
。

え
ん
ま
と
曽
目
利

牛
込
区
成
城
小
学
校
三
年
生

内
田

昌
男

大
か
ふ
の
お
つ
き
の
曽
呂
利
が
死
ん
で
か
ら
地
獄
の
え
ん
ま
の
所
へ
行
き
ま

し
た
。
す
る
と
、
え
ん
ま
は
「
こ
ら
貴
様
は
大
か
ふ
を
笑
は
せ
た
と
言
ふ
が
一

つ
己
を
笑
は
せ
て
見
ろ
。
も
し
笑
は
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
貴
様
の
舌
を
ぬ
い
て
し

ま
ふ
ぞ
」
と
言
ひ
ま
し
た
。
曽
巨
利
は
「
ぁ
、
た
い
へ
ん
だ
。
大
王
様
の
様
な

方
は
と
て
も
笑
わ
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
大
切
な
こ
の
舌
を
と
う
/
¥
B
ぬ
か

れ
る
の
か
、
こ
ま
っ
た
こ
ま
っ
た
」
と
言
っ
て
泣
き
ま
し
た
。
そ
の
泣
き
顔
が

可
笑
し
い
の
で
、
え
ん
ま
は
「
ゃ
あ
/
¥
見
て
や
れ
。
曲
目
白
利
が
と
う
/
¥
B
が

を
を
つ
て
泣
き
出
し
た
」
と
言
っ
て
笑
ひ
ま
し
た
。
そ
れ
を
聞
く
と
曲
目
呂
利

は
、
「
ゃ
れ
た
す
か
っ
た
、
あ
り
が
た
い
」
と
大
笑
ひ
を
し
ま
し
た
。

こ
の
作
文
も
、
木
内
高
音
が
成
城
小
学
校
を
訪
問
し
た
時
、
預
か
っ
た
作
文
と

思
わ
れ
る
。
雑
誌
「
赤
い
烏
」
九
月
号
(
第
一
巻

第
三
号
)
か
ら
綴
り
方
の
選

評
は
、

「
通
信
」
に
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
に
は
「
綴
り
方
の
お
詳
叩
|
|

み
な
さ
ん
の
綴
り
方
を
見
て
第
一
に
い
や
な
の
は
、
下
ら
な
い
飾
り
や
、
こ
ま
し

O 

ゃ
く
れ
た
た
と
へ
な
ど
が
、
ご
た
/
¥
使
つ
で
あ
る
こ
と
で
す
。
私
が
い
つ
も
選

ぶ
綴
り
方
を
見
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。
み
ん
な
、
た
ず
あ
っ
た
こ
と
を
、

ふ
だ
ん
お

話
し
す
る
と
ほ
り
の
、
あ
た
り
ま
へ
の
こ
と
ば
で
お
話
し
た
も
の
ば
か
り
で
は
あ

【
引
“

v

り
ま
せ
ん
か
。
」
と
述
べ
、
そ
の
次
に
「
中
で
も
『
母
』
や
『
台
湾
』
や
『
船
火

事
』
『
暴
風
雨
』
『
と
な
り
の
か
じ
ゃ
』
『
お
と
う
さ
ま
の
お
か
へ
り
』
は
、
現
に

私
方
の
記
者
が
、
学
校
か
ら
、
書
い
た
ば
か
り
の
を
貰
っ
て
来
て
、
ほ
と
ん
ど
一

{
盟
}

字
も
直
さ
な
い
で
、
そ
の
ま
、
出
し
た
の
で
す
。
」
と
の
文
章
か
ら
、
作
文
を
集

め
る
苦
労
・
努
力
を
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
学
校
と
は
、
本
所
区
本
所
尋

常
小
学
校
、
牛
込
区
成
城
小
学
校
、
本
郷
区
湯
島
尋
常
小
学
校
、
本
所
区
本
横
尋

常
小
学
校
、
東
京
高
等
師
範
学
校
附
属
小
学
校
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し

て
、
第
一
巻
、
第
四
号
で
は
、
三
重
土
口
は
、
綴
り
方
を
書
く
注
意
事
項
と
し
て
、

「
そ
の
次
に
(
綴
り
方
は
下
ら
な
い
飾
り
が
あ
る
と
い
や
み
に
な
る
か
ら
、
を
指

す
。
)
だ
い
じ
な
こ
と
は
、
言
葉
を
少
な
く
し
て
、
出
来
る
だ
け
短
く
か
く
こ
と

で
す
。
そ
れ
か
ら
、
も
う
一
つ
は
、
こ
し
ら
へ
た
こ
と
や
、
り
く
つ
や
、
品
の
よ

い
き
れ
い
な
こ
と
ば
か
り
を
よ
り
ぬ
い
て
書
か
う
と
す
る
や
う
な
考
へ
は
一
さ
い

や
め
て
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
か
ま
は
ず
、
自
分
の
し
た
こ
と
、
見
た
こ
と
を
、
な

ん
で
も
そ
の
ま
、
書
く
や
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
も
な
る
た
け
人
が
か
い
て

{
忽
}

ゐ
な
い
や
う
な
こ
と
を
書
く
の
が
よ
い
の
で
す
。
」
と
書
き
つ
け
る
。
そ
し
て
、

こ
の
号
で
は
特
賞
と
し
て
、
「
猿
ま
は
し
」
、
「
中
禅
寺
湖
」
(
長
野
市
鍋
屋
田
小
学

校
)
の
作
文
二
篇
が
選
ば
れ
る
。
そ
れ
は
前
掲
の
「
通
信
欄
」
に
書
か
れ
て
い
る

こ
と
に
叶
っ
た
綴
方
を
書
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

筆
者
が
昭
和
五
十
六
(
一
九
八
二
年
十
月
に
東
京
都
高
井
戸
に
あ
る
木
俣
修

氏
宅
を
訪
問
し
た
。
雑
誌
「
赤
い
鳥
」
に
投
稿
し
て
、
掲
載
さ
れ
た
入
賞
作
品
と



選
外
佳
作
作
品
(
誌
上
に
佳
作
題
名
と
氏
名
だ
け
の
紹
介
)
を
合
わ
せ
れ
ば
、
二

十
一
編
に
も
な
る
。
「
私
に
と
っ
て
、
『
赤
い
烏
」
は
理
想
の
世
界
で
あ
っ
た
。
文

学
に
対
す
る
憧
れ
の
よ
う
な
感
情
を
育
て
て
く
れ
た
雑
誌
で
あ
り
、
毎
月
、
雑
誌

が
出
る
の
を
待
ち
か
ね
て
町
に
あ
る
本
屋
さ
ん
に
買
い
に
行
く
の
が
楽
し
み
で
あ

っ
た
。
」
と
告
白
さ
れ
、
自
分
が
投
稿
し
た
作
文
や
詩
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
か
、

ど
う
か
が
気
に
な
っ
て
胸
を
と
き
め
か
し
た
思
い
出
が
今
も
鮮
や
か
に
残
っ
て
い

る
、
と
い
わ
れ
た
木
俣
氏
の
少
年
の
よ
う
に
輝
い
た
顔
が
今
も
筆
者
の
印
象
に
あ

る
。
次
に
、
木
俣
氏
の
作
文
を
紹
介
す
る
。

つ
く
し
ん
と
り

滋
賀
県
伊
香
郡
古
保
利
小
学
校

日
曜
に
お
父
さ
ん
が
「
五
味
川
橋
の
方
へ
つ
く
し
ん
取
り
に
行
っ
て
こ
ん

か
」
と
い
は
れ
た
。
僕
は
風
呂
敷
を
持
っ
て
外
に
出
る
と
繁
一
一
一
と
お
ま
さ
が
ゐ

た
の
で
、
僕
が
「
つ
く
し
ん
取
り
に
行
か
ん
か
」
と
繁
三
が
「
お
ん
て
っ
て
く

高

木
俣

修

れ
」
と
い
っ
た
。
お
ま
さ
も
「
わ
い
も
な
」
と
い
っ
た
。

日
は
照
っ
て
ゐ
る
が
風
が
大
そ
う
強
い
。
五
味
川
橋
の
方
へ
行
く
と
道
ば
た

の
桑
畑
に
繁
三
の
お
ば
あ
が
畑
打
ち
を
し
て
ゐ
た
。
繁
三
に
「
ぼ
う
よ
、
寒
い

の
に
ど
こ
ら
へ
行
く
ん
ぢ
ゃ
い
、

で
ん
ち
で
も
か
ぶ
っ
て
よ
」
と
い
っ
た
。
繁

三
は
「
ち
ゆ
く
し
ん
取
り
よ
、
寒
い
こ
た
な
い
ぞ
」
と
い
っ
た
。

五
味
川
橋
を
渡
っ
て
薮
の
は
た
の
土
手
へ
行
く
と
、
短
い
つ
く
し
ん
ば
か
り

し
か
な
い
の
で
「
こ
な
ん
と
こ
あ
か
ん
」
と
い
っ
て
こ
ち
ら
へ
帰
っ
て
野
道
を

行
っ
た
。
す
る
と
向
こ
う
の
道
で
「
お
う
い
お
う
い
」
と
呼
ぶ
声
が
し
た
。
見

る
と
、
た
だ
と
秀
と
、
お
い
し
が
走
っ
て
来
た
。
待
っ
て
ゐ
る
と
三
人
は
ふ
う

教
育
学
部
論
集

第
十
二
号
(
二
O
O
一
年
三
月
)

ふ
う
と
言
っ
て
追
ひ
つ
い
た
。
秀
が
「
兄
よ
、
お
ば
あ
が
お
こ
っ
て
た
ぞ
」
と

い
ふ
と
、
繁
三
が
「
お
こ
っ
て
た
、
ぇ
、
ほ
ん
」
と
言
っ
た
。

六
人
が
細
い
道
を
一
町
ほ
ど
く
ね
り
な
が
ら
い
く
と
萱
の
切
り
株
の
あ
る
土

手
へ
出
た
。
繁
三
「
こ
こ
は
あ
る
と
こ
え
」
お
い
し
「
い
つ
か
い
つ
く
し
ん
、

あ
れ
あ
れ
早
う
と
ろ
ま
い
か
」
と
い
っ
た
。
空
き
間
の
な
い
位
ち
く
ち
く
生
え

て
ゐ
る
の
で
、
み
ん
な
が
争
う
て
取
り
は
じ
め
た
。
繁
三
「
頭
の
青
い
や
つ
は

毒
や
と
や
な
あ
」
お
ま
き
「
あ
ん
、

ふ
っ
て
ま
は
」
と
い
っ
て
お
ま
き
は
捨
て

た
。
た
だ
「
前
か
け
は
一
ば
い
た
ま
っ
た
」
お
い
し
つ
つ
ん
、
う
ち
も
よ
ぞ
」

僕
「
み
ん
な
一
ペ
ん
こ
こ
へ
あ
け
ろ
の
う
」
と
い
っ
て
風
邑
敷
を
拡
げ
る
と
す

っ
か
り
つ
く
し
ん
を
あ
け
て
し
ま
っ
た
。
あ
ま
り
沢
山
で
、
風
目
敷
が
く
く
れ

ん
の
で
、
「
こ
ら
多
す
ぎ
る
で
、
誰
か
ち
っ
と
前
か
け
ん
中
へ
入
れ
と
い
て
く

れ
ん
か
い
の
」
と
い
ふ
と
、
お
い
し
が
「
わ
い
が
入
れ
と
い
た
ろ
」
と
い
っ
て

前
か
け
を
受
け
た
の
で
、
そ
こ
へ
入
れ
て
風
呂
敷
を
く
く
っ
た
。

僕
は
「
も
う
一
ば
い
づ
っ
前
か
け
を
と
っ
て
い
の
ま
い
か
よ
う
」
と
い
ふ

と
、
繁
三
「
わ
い
ら
、
は
い
ま
た
こ
れ
こ
ん
な
い
と
っ
た
ぞ
」
と
い
う
た
の
で

「
も
う
い
の
う
か
い
」
と
い
っ
て
田
圃
道
か
ら
な
が
れ
へ
出
た
。

「
走
っ
て
こ
ぞ
」
と
い
っ
て
走
る
が
風
が
あ
っ
て
な
か
な
か
走
れ
な
い
。
お

ま
き
や
秀
が
前
か
け
の
つ
く
し
ん
を
ず
る
ず
る
こ
ぼ
し
も
っ
て
走
っ
て
行
く
。

「
お
ま
き
も
秀
も
、

つ
く
し
ん
が
こ
ぼ
れ
る
ぞ
よ
」
と
大
き
な
声
で
い
ふ
が
、

風
で
聞
こ
え
ん
の
で
ど
ん
ど
ん
行
く
。
お
ま
き
の
家
の
畑
の
所
へ
出
て
家
へ
帰

っ
た
。納

屋
か
ら
箆
を
引
っ
張
り
出
し
て
、
そ
こ
へ
す
っ
か
り
つ
く
し
ん
を
あ
け

た
。
大
そ
う
な
か
き
で
あ
る
。
六
人
が
症
の
ふ
ち
に
な
ら
ん
で
袴
を
取
っ
て
ゐ



児
童
文
章
史
の
研
究
(
岡
屋
昭
雄
)

る
と
、
お
父
さ
ん
が
来
て
「
ょ
う
、
ど
ん
と
取
っ
て
来
た
な
」
と
い
は
れ
た
。

木
俣
氏
の
作
文
に
つ
い
て
三
重
吉
は
次
の
よ
う
に
評
価
す
る
。

賞
に
這
入
っ
た
木
俣
君
の
「
つ
く
し
ん
と
り
」
は
本
当
に
自
由
な
、

、i
、

L
V
2
4
c
i
v
 

き
し
た
写
実
の
作
品
で
す
。
対
話
も
上
手
に
と
り
入
れ
て
、

い
ろ
い
ろ
の
実
感

を
ま
ざ
ま
ざ
と
出
し
て
ゐ
ま
す
。
自
由
自
在
に
書
い
て
併
も
一
寸
も
、
ま
せ
く

れ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
み
な
さ
ん
の
た
め
に
、

(
鉱
}

で
す
。

い
い
お
手
本
に
な
る
作

三
重
吉
が
繰
り
返
し
提
言
し
て
来
た
綴
方
の
指
導
原
理
は
、
「
た
だ
見
た
ま

ま
、
考
え
た
ま
ま
を
素
直
に
書
く
」
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
で
あ
ろ
う
。
木
俣

氏
の
「
つ
く
し
ん
と
り
」
の
作
文
は
、
「
実
感
」
と
「
写
実
」
を
素
直
に
書
い
た

文
章
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
「
赤
い
鳥
」
作
文
成
立
期
に
即
し
て
論
究
し
た
。

三
、
作
文
を
子
ど
も
の
手
に

富
原
義
徳
著
『
創
作
・
鑑
賞
土
の
綴
り
方
』
(
厚
生
閤
書
庖

一
九
二
八
年
十

月
)
に
心
惹
か
れ
る
。
丸
山
林
平
は
、
そ
の
「
蹴
」
に
こ
の
著
書
の
意
味
・
価
値

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

富
め
る
者
の
子
女
に
だ
っ
て
厳
粛
な
る
生
活
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
こ
に

綴
り
方
に
於
け
る
生
活
指
導
が
必
要
に
な
る
。
自
分
の
日
常
生
活
を
反
省
せ
し

む
る
と
か
、
自
分
の
生
活
を
他
の
そ
れ
と
比
較
せ
し
む
る
と
か
、
心
に
苦
し
み

を
訴
へ
し
む
る
と
か
l
l
i、
そ
れ
ら
の
題
材
に
目
を
向
け
さ
せ
る
こ
と
が
富
め

る
者
の
子
女
へ
の
生
活
指
導
に
な
る
べ
き
だ
。

無
反
省
の
あ
り
の
ま
、
の
生
活
が
如
何
に
よ
く
綴
ら
れ
て
ゐ
た
と
て
そ
れ
が

何
に
な
ら
う
。
そ
れ
で
あ
っ
て
は
綴
り
方
教
育
も
一
種
の
技
術
教
育
で
あ
っ
た

昔
の
ま
、
の
も
の
で
あ
る
。
「
こ
の
日
天
気
清
朗
」
か
ら
い
く
ら
も
進
ん
で
は

ゐ
な
い
の
だ
。

つ
ま
り
、
富
原
氏
の
綴
り
方
指
導
は
、
生
活
指
導
が
重
要
で
あ
る
、
と
言
う
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
活
に
根
を
据
え
た
綴
り
方
実
践
が
求
め
ら
れ
る
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
「
土
」
に
生
き
る
子
ど
も
た
ち
の
生
活
か
ら
生
ま
れ
た
作
文
で

あ
る
。
次
に
富
原
氏
の
紹
介
す
る
作
文
を
あ
げ
る
。

い
も
あ
ら
ひ

僕
が
い
つ
も
の
と
ほ
り
学
校
か
ら
、
か
へ
っ
て
き
ま
す
と
、
お
母
さ
ん
は
ひ

じ
ろ
ば
た
で
あ
た
っ
て
ゐ
ま
し
た
。

い
も
う
と
は
ぜ
ん
の
所
で
ほ
し
柿
を
た
ベ

て
ゐ
ま
し
た
。

僕
は
「
も
う
め
し
を
た
べ
た
」
と
き
き
ま
す
と
、
お
母
さ
ん
は
「
ぉ
、
た
ベ

た
」
と
い
ひ
ま
し
た
。
僕
は
さ
つ
ま
を
た
べ
て
か
ら
お
母
さ
ん
に
「
お
母
さ
ん

僕
は
何
を
す
る
」
と
き
き
ま
す
と
、
お
母
さ
ん
は
「
お
れ
が
い
も
を
む
し
る
か

ら
い
も
を
あ
ら
へ
」
と
い
ひ
ま
し
た
。
僕
は
「
う
ん
」
と
い
っ
て
す
ぐ
に
、
を

け
と
あ
ら
ふ
い
も
を
持
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
僕
も
む
し
っ
て
や
り
ま
し

た
。
だ
ん
だ
ん
む
し
り
を
へ
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
川
へ
一
番
さ
き
に
い
も
を
持
っ
て
い
き
ま
し
た
。
さ
う
し
て
こ
ん



ど
は
、

い
た
と
を
け
を
持
っ
て
き
ま
し
た
。
さ
う
し
て
を
け
に
水
を
入
れ
て
か

ら
、
そ
の
中
に
い
も
を
入
れ
ま
し
た
。

い
れ
て
ご
し
ご
し
あ
ら
ひ
ま
し
た
。

あ
ら
っ
て
た
ら
、
よ
し
子
ち
ゃ
ん
が
来
て
「
つ
め
た
か
ら
う
」
と
い
ひ
ま
し

た
か
ら
、

い
か
に
も
な
ん
で
も
な
い
と
い
ふ
や
う
に
「
な
に
な
あ
で
も
な
い

ね
」
と
い
ひ
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
一
ぺ
ん
や
り
な
ほ
し
て
か
ら
、
又
や
り
ま
し
た
。
あ
ら
っ
て
た
ら

ば
、
又
そ
こ
へ
犬
家
の
た
あ
ち
ゃ
ん
が
来
ま
し
た
。
苑
子
は
き
ん
ぎ
ょ
の
お
も

ち
ゃ
を
持
っ
て
ゐ
ま
し
た
。
僕
は
「
た
あ
ち
ゃ
ん
、
そ
の
お
も
ち
ゃ
を
か
し
て

ょ
う
」
と
い
ひ
ま
し
た
ら
た
あ
ち
ゃ
ん
は
「
か
せ
ら
あ
」
と
い
ひ
ま
し
た
。

僕
が
水
の
上
に
う
か
せ
る
と
、
そ
の
き
ん
ぎ
よ
は
風
に
ふ
か
れ
て
、
す
う
っ

と
向
ふ
の
方
へ
い
っ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
僕
は
お
も
し
ろ
く
な
っ
て
、
な
ん
べ

ん
も
し
ま
し
た
。

そ
の
う
ち
に
向
ふ
の
方
か
ら
、
た
あ
ち
ゃ
ん
の
を
ば
さ
ん
と
か
つ
ら
さ
ん
ち

の
を
ば
さ
ん
が
来
ま
し
た
。
か
つ
ら
さ
ん
の
を
ば
さ
ん
は
、
お
も
い
や
う
な
に

も
つ
を
し
よ
っ
て
ゐ
ま
し
た
。
か
つ
ら
さ
ん
の
を
ば
さ
ん
は
僕
を
見
て
「
ぁ
、

か
は
い
さ
う
に
」
と
い
ひ
ま
し
た
。
た
あ
ち
ゃ
ん
ち
の
を
ば
さ
ん
は
、
に
こ
に

こ
わ
ら
ひ
な
が
ら
、
そ
の
二
人
の
を
ば
さ
ん
は
た
あ
ち
ゃ
ん
の
家
へ
い
き
ま
し

た
。
さ
う
し
て
二
人
は
家
に
は
い
っ
て
何
か
話
し
て
ゐ
た
が
、
か
つ
ら
さ
ん
ち

の
を
ば
さ
ん
は
、
す
ぐ
家
に
か
へ
り
ま
し
た
。

僕
は
い
も
を
め
か
ご
に
入
れ
て
か
へ
り
ま
し
た
。

尋

辻
一
郎
)

こ
の
作
文
に
つ
い
て
富
原
氏
は
、
「
鑑
賞
」
と
題
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

教
育
学
部
論
集

第
十
二
号
(
二
O
O
一
年
三
月
)

冷
た
い
川
水
を
桶
に
く
ん
で
は
、
ご
し
ご
し
と
芋
を
洗
っ
て
い
る
。
ひ
ず
だ

ら
け
の
手
が
ま
っ
赤
に
な
る
。
し
か
し
子
供
だ
。

一
心
に
芋
を
洗
っ
て
ゐ
て

も
、
お
友
達
の
金
魚
の
玩
具
を
見
る
と
、
か
り
で
浮
か
べ
た
く
な
る
。
し
ば
ら

く
は
さ
う
し
た
よ
ろ
こ
び
の
中
に
ゐ
て
も
、
ま
た
一
し
ゃ
う
け
ん
め
い
に
芋
を

洗
っ
て
ゐ
る
。

冬
の
日
の
冷
た
い
水
の
な
か
で
、
芋
を
洗
ふ
幼
い
者
の
姿
を
見
て
は

「
あ
¥
か
は
い
さ
う
に
」
と
、
を
ば
さ
ん
達
も
川
ば
た
の
道
を
通
り
な
が
ら

話
し
て
は
行
く
。

か
う
し
た
環
境
の
中
に
ゐ
て
、
心
持
が
い
か
に
も
素
直
な
の
は
嬉
し
い
。
自

分
の
し
た
こ
と
、
思
っ
た
こ
と
、
あ
り
の
ま
、
に
詳
し
く
書
い
て
ゐ
る
。
働
く

景と
はい
、ふ

到こ
ると
所に
に 何
点等
在の
しひ
てが
ゐ み
る宣が
。な

し、

土
の

ど
も
の
か
つ
し
た
路
傍
の
風

つ
ま
り
、
こ
こ
に
は
働
く
こ
と
を
通
し
て
人
間
形
成
が
果
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
傍
線
を
付
し
た
箇
所
で
も
分
明
の
よ
う
に
、
子
ど
も
が
労
働
に
対
し
て
積

極
的
に
関
わ
っ
て
い
る
姿
に
感
動
さ
せ
ら
れ
る
。

丸
山
林
平
氏
も
「
蹴
」
に
お
い
て
「
い
も
あ
ら
ひ
」
を
次
の
よ
う
に
激
賞
す

る。
こ
れ
が
尋
常
二
年
生
、
八
っ
か
九
つ
の
子
供
の
生
活
表
現
で
あ
る
。
如
実
な
し

か
も
粗
朴
な
泥
ま
み
れ
の
ま
、
の
生
活
の
表
現
で
あ
る
。
身
を
切
る
や
う
な
富
士

風
に
吹
か
れ
な
が
ら
、
い
も
を
洗
っ
て
ゐ
る
八
っ
か
九
つ
の
男
の
子
を
想
像
し
て

下
さ
い
。
そ
し
て
、
人
か
ら
借
り
た
金
魚
の
お
も
ち
ゃ
を
流
し
て
よ
ろ
こ
ん
で
ゐ
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る
姿
を
想
像
し
て
下
さ
い
。

「
か
つ
ら
さ
ん
の
を
ば
さ
ん
は
、
僕
を
見
て
『
ぁ
、
か
は
い
さ
う
に
』
と
、

ひ
ま
し
た
」
と
作
者
は
平
気
で
叙
し
て
ゐ
る
。
が
、
著
者
が
「
涙
が
こ
ぼ
れ
る

(
お
)

よ
」
と
い
ふ
の
は
、
正
に
か
う
し
た
生
活
を
さ
し
て
い
ふ
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
丸
山
氏
は
、
子
ど
も
の
生
活
表
現
の
凄
さ
に
感
嘆
し
て
い
る
が
故
の
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
表
現
の
な
か
に
も
子
ど
も
ら
し
い
行
為
が
見
ら
れ
る
の
も
微
笑

ま
し
い
。
そ
れ
は
木
村
文
助
の
作
文
に
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。

雑
誌
「
赤
い
鳥
」
入
選
作
の
「
母
」
(
高

高
田
む
め
)

の
作
文
を
次
に
紹
介

す
る
。

私
が
一
年
生
の
意
頃
、
母
は
脚
気
に
擢
り
ま
し
た
が
、
ま
だ
そ
ん
な
に
悪
く

は
な
ら
な
い
中
、
売
薬
ば
か
り
飲
ん
で
ゐ
ま
し
た
。
そ
の
中
に
子
供
を
生
ん
で

か
ら
、
産
脚
気
に
な
っ
て
、
段
々
歩
け
な
く
な
っ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
乳
も
出

な
く
な
っ
た
の
で
、
子
供
に
は
毎
日
ミ
ル
ク
ば
か
り
飲
ま
せ
て
ゐ
ま
し
た
の

で
、
子
供
は
段
々
痩
せ
て
行
く
ば
か
り
で
し
た
。
痩
せ
た
子
供
が
泣
く
と
母
は

や
っ
と
枕
元
に
手
を
突
い
て
、
青
く
腫
れ
た
顔
を
上
げ
て
子
供
を
黙
っ
て
見
て

は
、
又
顔
を
伏
せ
る
の
で
し
た
。
そ
の
う
ち
に
七
飯
の
病
院
に
連
れ
て
行
く
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
誰
も
看
病
に
行
く
人
が
な
い
の
で
、
姉
を
や
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
姉
は
そ
の
時
、
た
っ
た
尋
常
五
年
生
で
し
た
が
、
学
校
を
休
ん
で

行
き
ま
し
た
。
何
日
か
経
つ
と
子
供
の
舌
な
ど
に
、
沢
山
の
疲
が
出
ま
し
た
。

そ
の
誌
が
真
白
に
な
り
唇
な
ど
が
腫
れ
て
し
ま
ひ
、
ミ
ル
ク
も
飲
め
な
く
な
り

ま
し
た
。
父
は
色
々
と
心
配
し
て
る
が
、
日
毎
に
顔
色
が
悪
く
な
っ
て
来
る
ば

四

か
り
で
す
。
母
が
病
院
へ
行
っ
て
か
ら
何
ヶ
月
か
経
っ
た
後
、
帰
っ
て
来
る
事

し、

に
な
っ
た
の
で
迎
へ
に
行
く
と
隣
の
所
で
逢
ひ
ま
し
た
。
母
は
戸
板
に
載
せ
ら

れ
て
、
顔
に
白
い
布
を
掛
け
て
ゐ
ま
し
た
。
く
ま
っ
た

(
糾
れ
た
)
髪
は
所
々

む
し
っ
た
や
う
に
な
っ
て
下
っ
て
居
る
の
で
死
ん
だ
や
う
に
見
え
ま
し
た
。
家

の
前
ま
で
来
る
と
、
戸
板
を
下
へ
お
ろ
し
ま
し
た
。
近
所
の
人
達
も
沢
山
集
ま

り
、
私
達
も
見
て
ゐ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
家
へ
お
ぶ
っ
て
来
ま
し
た
。
所
が
私

が
今
迄
癒
っ
て
来
た
の
だ
と
ば
か
り
思
っ
て
居
た
ら
、
悪
く
て
医
者
か
ら
見
離

さ
れ
た
の
だ
さ
う
で
す
。
次
の
朝
大
騒
ぎ
を
し
て
ゐ
る
の
で
目
を
覚
ま
し
ぴ
つ

く
り
し
て
跳
ね
起
き
ま
し
た
。
す
る
と
母
が
死
ん
だ
と
言
ふ
の
で
し
た
。
そ
れ

か
伝
手
早
く
帯
を
締
め
て
、
台
所
に
行
っ
て
見
る
と
、
姉
が
土
間
で
泣
い
て
ゐ

ま
し
た
。
よ
そ
に
働
き
に
行
っ
て
ゐ
た
兄
が
、
昼
近
く
に
来
て
母
に
手
を
か
け

て
泣
き
ま
し
た
。
次
の
日
母
を
洗
っ
て
樽
に
入
れ
る
時
、
姉
が
悌
壇
の
戸
に
顔

を
つ
け
て
泣
く
と
、
隣
の
婆
さ
ん
が
「
泣
く
な
/
¥
¥

い
く
ら
泣
い
だ
た
で
死

ん
だ
も
の
が
生
き
て
来
な
い
か
ら
」
と
涙
を
ぼ
ろ
ぼ
ろ
こ
ぼ
し
ま
し
た
。
父
も

目
に
涙
を
沢
山
た
め
て
、
今
に
も
泣
き
さ
う
な
顔
を
し
て
ゐ
ま
し
た
。
私
も
そ

れ
を
見
て
泣
か
な
い
で
ゐ
ら
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
泣
け
ば
恥
か
し
い
と
思
つ

て
、
窓
か
ら
顔
を
出
し
て
黙
っ
て
ゐ
ま
し
た
。
葬
式
の
朝
に
な
る
と
、
ミ
ル
ク

も
飲
ま
れ
な
く
な
っ
て
痩
せ
衰
へ
て
ゐ
た
、
末
の
子
供
も
死
ん
で
、
も
う
桶
に

入
れ
ら
れ
て
ゐ
ま
し
た
。
今
思
い
出
し
て
も
そ
の
時
の
悲
し
さ
は
、
ど
う
し
て

(
冒
}

ぃ
、
か
わ
か
ら
な
い
程
で
し
た
。

こ
の
作
文
に
対
し
て
三
重
吉
は
「
『
母
』
は
、
短
い
描
写
で
も
っ
て
、

々
の

事
態
を
、
た
ず
れ
付
く
程
印
象
づ
よ
く
写
し
て
ゐ
ま
す
。
こ
れ
は
『
蛇
』
に
く
ら



ベ
て
事
実
そ
の
も
の
が
強
烈
で
あ
る
か
ら
の
み
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
感
銘
の
把
握

が
、
深
く
鋭
い
か
ら
で
す
。
こ
の
二
人
の
死
の
事
実
で
も
『
蛇
』
の
や
う
な
、
だ

ら
/
¥
，
し
た
記
述
で
か
け
ば
、
や
は
り
印
象
の
希
薄
な
も
の
に
な
る
わ
け
で
す
。

『
母
』
は
以
上
の
意
味
で
、
今
度
の
推
奨
の
中
で
も
一
ば
ん
の
傑
作
で
す
。
」
と
最

高
の
評
価
を
す
る
。
ち
な
み
に
「
蛇
」
と
い
う
作
品
は
、
高
田
む
め
さ
ん
の

「
母
」
の
綴
方
の
掲
載
さ
れ
て
い
る
同
じ
号
に
神
奈
川
県
三
浦
郡
三
崎
小
学
校
尋

六
の
岩
野
喜
久
子
さ
ん
の
作
品
で
あ
る
。

木
村
文
助
氏
は
、
『
生
活
綴
方

村
の
子
供
』
(
謄
写
印
刷

大
正
十
三
年
七

月
)
に
は
、
こ
の
綴
方
の
批
評
で
は
、
「
此
作
は
女
児
童
に
非
常
に
共
鳴
さ
れ
た

作
で
す
。
/
女
の
子
は
冷
静
に
実
相
を
つ
か
む
と
い
ふ
よ
り
は
同
情
を
そ
、
る
文

が
一
番
性
情
に
合
っ
て
ゐ
る
の
で
す
。
恥
ず
か
し
い
の
で
窓
の
外
を
見
る
あ
た
り

子
供
で
な
け
れ
ば
分
か
ら
ぬ
の
で
す
。
兄
が
昼
近
く
来
て
母
に
手
を
か
け
て
泣
き

ま
し
た
と
い
ふ
丈
の
短
い
中
に
腸
が
断
れ
る
様
な
情
景
が
想
像
さ
れ
ま
す
。
」
と

書
き
つ
け
る
。

こ
の
「
母
」
の
綴
方
は
、
子
ど
も
の
内
的
必
然
性
、
つ
ま
り
、
書
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
ら
書
い
た
の
で
あ
る
、
と
の
動
機
が
あ
り
、
し
か
も
、
書
く
こ
と
に

よ
る
自
己
救
済
の
役
割
も
果
た
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
己
の
悲
し
み
を
自
分
だ

け
が
抱
え
て
い
れ
ば
自
己
が
解
体
す
る
危
険
性
を
苧
ん
で
い
る
。
そ
れ
を
受
け
止

め
て
貰
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
解
体
か
ら
救
済
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
子
ど
も
に

は
抱
え
き
れ
な
い
苦
悩
や
悲
し
み
を
受
け
止
め
て
貰
い
た
く
て
綴
方
・
作
文
に
書

く
と
い
う
行
為
は
屡
々
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
綴
方
実
践
を
通
し

て
、
子
ど
も
た
ち
は
自
己
の
生
活
を
捉
え
、
自
己
の
矛
盾
に
立
ち
向
か
う
姿
勢
を

鮮
明
に
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
教
師
が
子
ど
も
を
解
放
す
る
こ
と
な
く
、
子
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ど
も
の
綴
方
、
作
文
に
本
音
を
書
き
綴
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
基
盤
が
や

っ
と
整
い
つ
つ
あ
る
の
が
、
「
赤
い
鳥
」
綴
方
で
あ
り
、
富
原
義
徳
の
『
創
作
・

鑑
賞

土
の
綴
り
方
』
で
あ
り
、
木
村
文
助
氏
の
綴
方
実
践
で
あ
る
と
把
握
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
村
山
士
郎
氏
は
、
表
現
力
の
伸
張
は
生
き
方
が
確
か
に
な
る
こ
と

で
あ
る
と
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

生
活
綴
方
の
作
品
を
と
お
し
て
子
ど
も
の
内
面
を
と
ら
え
る
と
い
う
場
合
、

そ
れ
は
、
子
ど
も
自
身
が
そ
の
年
齢
に
ふ
さ
わ
し
い
形
で
自
己
を
対
象
化
で

き
、
内
的
生
活
を
書
き
こ
と
ば
で
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
綴
方
の
指
導
が
前

提
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
綴
り
方
実
践
の
と
っ
て
は
仕
事
の
出
発
で
は
な

く
結
果
に
位
置
す
る
。
生
活
綴
り
方
実
践
の
て
い
ね
い
で
意
図
的
な
指
導
の
上

に
、
周
囲
の
生
活
と
自
己
の
関
係
、
自
分
の
中
に
自
己
を
対
象
化
し
、
内
的
生

活
を
外
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
の
過
程
は
自
然
発
生
的
な

{
忽
}

も
の
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、
書
き
こ
と
ば
に
よ
っ
て
表
現
す
る
、
と
の
前
提
と
な
り
、
て
い
ね
い
で

意
図
的
な
実
践
で
は
、
周
囲
の
生
活
と
自
己
の
関
係
、
自
己
の
中
の
自
己
を
対
象

化
し
、
内
的
生
活
を
外
に
表
現
す
る
、
力
を
育
て
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
実
践
で
は
、
子
ど
も
の
主
体
性
・
自
主
性
を
育
成
す
る
た
め
の
教
師
の
真

実
の
意
味
で
の
指
導
性
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
坂
元
忠
芳
氏
の
「
い

ま
生
徒
に
生
活
を
綴
ら
せ
る
場
合
、
非
常
に
大
切
な
こ
と
は
、
な
に
よ
り
も
、
生

徒
自
身
が
非
常
に
主
観
的
な
か
た
ち
で
し
か
持
っ
て
い
な
い
そ
う
い
う
思
い
を
、

ま
わ
り
の
人
た
ち
ゃ
教
師
と
の
関
係
を
と
お
し
て
、
他
者
の
な
か
に
聞
か
せ
て
い

五
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(
包
)

く
こ
と
で
は
な
い
か
。
」
と
述
べ
る
こ
と
に
は
説
得
力
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
子
ど

も
が
と
か
く
自
己
の
殻
に
閉
じ
寵
も
り
が
ち
で
あ
る
状
況
を
切
り
開
く
た
め
に
は

ま
わ
り
の
人
た
ち
ゃ
教
師
と
の
関
係
を
通
し
て
、
他
者
の
な
か
に
聞
か
せ
て
い
く

こ
と
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
書
く
と
い
う
行
為
は
重
要
な
役

割
を
担
う
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

以
上
、
前
期
「
赤
い
鳥
」
綴
方
、
木
村
文
助
氏
の
綴
方
、
富
原
義
徳
氏
の
綴
方

を
通
し
て
、
子
ど
も
の
文
章
史
の
基
礎
的
位
置
づ
け
を
し
た
。

お

わ

り

に

今
回
は
児
童
文
章
史
を
時
代
を
担
う
作
品
か
ら
解
読
・
解
釈
す
る
こ
と
を
主
要

な
目
的
と
し
た
。
や
っ
と
そ
の
緒
に
就
い
た
ば
か
り
と
の
思
い
で
あ
る
。
残
さ
れ

た
課
題
が
多
い
こ
と
も
自
覚
し
て
い
る
。
残
さ
れ
た
課
題
と
し
て
、
子
ど
も
が
内

的
必
然
性
に
依
拠
し
た
作
文
・
綴
り
方
の
成
立
、
発
展
過
程
を
辿
り
つ
つ
、
そ
の

歴
史
的
意
味
づ
け
を
し
た
い
と
祈
念
し
て
い
る
。

今
回
の
研
究
で
は
偽
教
大
学
平
成
十
二
年
度
特
別
研
究
助
成
に
よ
る
研
究
で
あ

る
こ
と
を
報
告
し
て
そ
の
責
め
を
果
た
し
た
い
。

〔注〕
(1) 
市
毛
勝
雄
・
須
田
実
編
著
『
「
評
語
」
で
変
わ
る
子
ど
も
の
作
文
』
(
明
治
図
書

一
九
八
八
年
九
月
)
第
一
章
「
評
証
巴
で
変
わ
る
子
ど
も
の
作
文
の
十
六
1
十

七
頁
。

(2)

前
掲
書
、
十
八
1
十
九
頁
。

(
3
)

前
掲
書
、
十
八
頁
。

ム

ノ、

(
4
)

民
間
教
育
資
料
研
究
会
・
太
田
莞
・
中
内
敏
夫
編
『
民
間
教
育
史
研
究
事
典
』

(
評
論
社
一
九
七
五
年
八
月
)
百
二
十
一
頁
。

(
5
)

前
掲
書
、
百
二
十
二
具
。

(
6
)

友
納
友
次
郎
『
綴
方
教
授
法
の
原
理
及
実
際
』
(
東
京
目
黒
書
庖
一
九
一
八
年

一
一
一
月
)
「
第
一
章
綴
方
教
授
最
近
の
傾
向
」
の
冒
頭
に
述
べ
る
。

(
7
)

前
掲
害
、
十
七
頁
。

(
8
)

前
掲
害
、
十
七
1
十
八
頁
。

(
9
)

前
掲
書
、
十
八
頁
。

(
叩
)
中
内
敏
夫
『
生
活
綴
方
〈
増
補
版
〉
』
(
国
土
社
一
九
八
二
年
七
月
)
三
十
五

頁
「
序
生
活
綴
方
と
は
な
に
か
」
の
〈

3
書
く
こ
と
の
二
重
の
役
割
〉
に
書
か

れ
て
い
る
。

(
日
)
友
納
友
次
郎
「
実
際
的
研
究
に
な
れ
る
読
方
綴
方
の
新
主
張
』
(
目
黒
書
庖

一
九
一
四
年
五
月
)
百
四
十
一
頁
。

(
ロ
)
前
掲
書
、
百
四
十
八
頁
。

(
日
)
前
掲
書
、
百
五
十
頁
。

(
H
H
)

前
掲
書
、
二
百
六
十
三
頁
。

(
お
)
前
掲
書
、
二
百
六
十
七
1
二
百
六
十
八
頁
。

(
凶
)
前
掲
書
、
三
百
五
十
七
頁
。

(
げ
)
前
掲
書
、
三
百
五
十
八
1
三
百
六
十
頁
。

(
団
)
藤
原
与
一
『
国
語
教
育
の
技
術
と
精
神
』
(
新
光
閣
書
庖
一
九
六
五
年
七
月
)

九
十
五
頁
。

(
凶
)
鈴
木
三
重
吉
主
幹
「
赤
い
烏
」
(
大
正
七
(
一
九
一
八
)
年
八
月
号
第
一
巻
第

二
号
)
七
十
二
1
七
十
七
頁
。

(
却
)
前
掲
雑
誌
、
七
十
九
頁
。

(
幻
)
前
掲
雑
誌
、
九
月
号
第
一
巻
第
一
一
一
号
、
七
十
六
頁
。

(
辺
)
前
掲
雑
誌
、
七
十
六
頁
。

(
お
)
前
掲
雑
誌
、
第
一
巻
第
四
号
十
月
号
、
七
十
六
頁
。

(M)

雑
誌
「
赤
い
鳥
」
大
正
十
(
一
九
二
こ
年
一
月
号
第
七
巻
第
一
号
。

(
お
)
富
原
義
徳
『
創
作
・
鑑
賞
土
の
綴
り
方
』
(
厚
生
閤
書
店
一
九
二
八
年
十

月
)
百
六
十
二
1
百
六
十
四
頁
。



(
お
)
前
掲
香
四
百
十
九
1
四
百
二
十
頁
。

(
幻
)
雑
誌
「
赤
い
鳥
」
大
正
十
三
(
一
九
二
四
)
年
十
二
月
号

号
、
百
三
十
九
1
百
四
十
頁
。

(
お
)
村
山
士
郎
『
生
活
綴
方
実
践
論
』
(
青
木
教
育
叢
書
一
九
八
五
年
八
月
)
百
八

十
1
百
八
十
一
頁
。

(
却
)
坂
元
忠
芳
『
現
代
の
子
ど
も
と
生
活
綴
方
』
(
青
木
教
育
叢
書

一
一
月
)
百
二
十
六
頁
。

第
十
三
巻
第
六

一
九
八
五
年
十

(
お
か
や

あ
き
お

教
育
学
科
)

(二
0
0
0
年
十
月
十
八
日
受
理
)

教
育
学
部
論
集

第
十
二
号
(
二
O
O
一
年
三
月
)

七


