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到
到
副
ヨ

次
の
文
章
を
読
ん
で
、

後
の
問
い
に
答
え
よ
。

（桜
美
林
大
・
文
）

拝
啓
。

暑
中
の
御
見
舞
い
を
兼
ね
、

い
さ
さ
か
老
生
日
頃
の
ａ
愚
哀
な

ど
程

し曜
べ避
ぅ

廃
。

老
生
す
こ
し
思
う
と
こ
ろ
杭
ガ
。
ｂ
週
剰
封
利
潤
剣

け
ｈ
ド
に
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

ぉ

茶
道
の
稽
古
に
よ
け
り
居
り
候
。

ふ
た
た
び
、
と
は
、

唐
突
に
し
て
い
か

に
も
虚
飾
の
言
の
如
く
思
召
し
、

れ
い
の
御
賢
明
の
苦
笑
な
ど
漏
ら
し
給

わ
ん
と
察
せ
ら
れ
候
も
、
１
何
を
か
隠
し
申
す
べ
き
、

わ
れ
幼
少
の
頃
よ

り
茶
道
を
好
み
、

実
父
孫
左
衛
門
殿
よ
り
手
ほ
ど
き
を
受
け
、

こ
の
道
を

伝
授
せ
ら
る
る
事
数
年
に
及
び
申

候
え
ど
も
、
２
悲
し
い
哉
、

わ
が
性
鈍

に
し
て
そ
の
真
趣
を
究
む
る
能
わ
ず
、
３
し
か
の
み
な
ら
ず
、

わ
が
一
挙

手

一
投
足
は
な
は
だ
粗
野
に
し
て
見
苦
し
く
、

わ
れ
も
実
父
も
共
に
呆
れ
、

孫
左
衛
門
殿
逝
去
の
後
は
、

わ
れ
そ
の
道
を
好
む
と
難
も
、

指
南
を
請
う

べ
き
方
便
を
知
ら
ず
、

な
お
ま
た
身
辺
に
世
俗
の
雑
用
よ
う
や
く
繁
く
、

心
な
ら
ず
も
次
第
に
こ
の
道
よ
り
遠
去
か
り
、

父
祖
伝
来
の
茶
道
具
を
も
、

ぼ
つ
り
ぽ
つ
り
と
売
り
払
い
、

い
ま
は
全
く
茶
道
と
絶
縁
の
浅
ま
し
き
境

涯
と
相
成
り
申
候
と
こ
ろ
、

近
来
す
こ
し
く
深
き
所
感
も
有
之
候
ま
ま
、

ま
こ
と
に
数
十
年
振
り
に
て
、

ひ
そ
か
に
茶
道
の
独
習
を
試
み
、

い
さ
さ

か
こ
の
道
の
妙

訣
を
感
得

仕

り
申
候
も
の
の
如
き
実
情
に
御
座
候
。

解
答

・
解
説
↓
別
冊
３９
ぺ
‐
ジ

そ
れ
＊
覆
載
の
間
、

朝
野
の
別
を
問
わ
ず
、

人
皆
、

各
自
の
天
職
に
心

力
を
労
す
れ
ば
ま
た
そ
の
労
を
慰
む
る
の
娯
楽
な
か
る
べ
か
ら
ざ
る
は
、

い
か
に
も
本
然
の
理
と
被

存
候
。

而
し
て
人
間
の
娯
楽
に
は
す
こ
し
く
風

流
の
趣
向
、

ま
た
は
高
尚
の
工
夫
な
く
ん
ば
、

浅
ま
し
き
風
情
と
相
成
り

果
て
申
す
べ
く
、

す
な
わ
ち
各
人
そ
の
好
む
所
に
従
い
、

或
い
は
詩
歌
管

絃
、

或
い
は
囲
碁
挿
花
、

謡
曲
舞
踏
な
ど
さ
ま
ざ
ま
の
趣
向
を
こ
ら
す
は
、

こ
れ
万
物
の
霊
長
た
る
所
以
と
愚
案
じ
申
す
次
第
に
御
座
候
。
４
然
り
と

難
も
、

相
互
に
於
け
る
身
分
の
貴
蟻
、

貧
富
の
隔
壁
を
超
越
仕
り
、

真
に

朋
友
と
し
て
の
交
誼
を
親
密
な
ら
し
め
、
し
か
も
起
居
の
礼
を
失
わ
ず
談

話
の
節
を
茶
さ
ず
、

質
素
を
旨
と
し
橋
奢
を
排
し
、

飲
食
も
ま
た
度
に
適

し
て
主
客
共
に
清
雅
の
和
楽
を
尽
く
す
も
の
は
、

実
に
茶
道
に
如
く
は
な

か
る
べ
し
と
被
存
候
。

利
久
居
士
、

豊
太
関
に
仕
え
て
初
め
て
＊
草
略
の
茶
を
開
き
、

こ
の
時

よ
り
し
て
茶
道
大
い
に
本
朝
に
行
わ
れ
、

名
門
豪
戸
競
う
て
之
を
玩
味
し

給
う
と
は
難
も
、

そ
の
趣
旨
た
る
や
、

み
だ
り
に
重
宝
珍
器
を
羅
列
し
て

豪
奢
を
誇
る
の
ｃ
客
に
微
わ
ず
、

閑
雅
の
草
庵
に
席
を
設
け
て
、

淳

朴
を
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旨
と
し
清
潔
を
貴
び
能
く
礼
譲
の
道
を
修
め
、

王ヽ
客
応
酬
の
式

頗
る
簡
易

に
し
て
し
か
も
な
お
雅
致
を
存
し
、

お
の
お
の
其
の
分
に
応
じ
て
楽
し
み

を
尽
く
す
を
以
て
極
意
と
な
す
が
如
き
も
の
な
れ
ば
、

こ
の
＊
聖
戦
下
に

於
い
て
も
最
適
の
趣
味
な
ら
ん
か
と
思
量
致
し
、

近
来
い
さ
さ
か
こ
の
道

に
就
き
て
修
練
仕
り
申
候
と
こ
ろ
、

卒
然
と
し
て
そ
の
奥
儀
を
察
知
す
る

に
い
た
り
、

こ
の
喜
び
を
わ
れ

一
人
の
胸
底
に
秘
す
る
も
益
な
く
５
惜
し

き
事
に
御
座
候
え
ば
、

明
後
日
午
後
二
時
を
期
し
て
老
生
日
頃
呪
懇
の
若

き
朋
友
二
、

二
人
を
招
待
仕
り
、

さ
さ
や
か
な
る
茶
会
を
開
催
致
し
た
く
、

貴
殿
も
万
障
繰
合
せ
御
出
席
然
る
べ
く
無
理
に
も
お
す
す
め
申
上
候
。

８
流
水
濁
ら
ず
、

奔
端
腐
ら
ず
、

御
心
境
日
々
に
新
た
な
る
事
こ
そ
、

貴

殿
の
如
き
芸
術
家
志
望
の
者
に
は
望
ま
し
く
被
存
候
。

茶
会
御
出
席
に
依

り
御
心
魂
の
新
粧
を
も
期
し
得
べ
く
、

決
し
て
む
だ
の
事
に
は
無
之
、

ま

ず
は
欣
然
御
応
諾
当
然
と
心
得
申
す
者
に
御
座
候
。

頓
首
。

こ
と
し
の
夏
、

私
は
、

こ
の
よ
う
な
お
手
紙
を
、

れ
い
の
黄
村
先
生
か

ら
、

い
た
だ
い
た
の
で
あ
る
。

黄
村
先
生
と
は
、
ど
ん
な
人
物
で
あ
る
か
、

そ
れ
に
就
い
て
は
い
ま
は
繰
り
返
し
て
言
わ
な
い
け
れ
ど
も
、

私
た
ち
後

輩
に
対
し
て
常
に
卓
抜
の
教
訓
を
垂
れ
給
い
、
と
き
た
ま
失
敗
す
る
事
が

あ
る
と
は
い
う
も
の
の
、
と
に
か
く
悲
痛
な
理
想
主
義
者
の
ひ
と
り
で
あ

る
と
言
っ
て
も
敢
え
て
過
称
で
は
な
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
黄
村
先

生
か
ら
、

私
は
お
茶
の
招
待
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

招
待
、
と
は
言
っ
て

も
、

ほ
と
ん
ど
命
令
に
近
い
く
ら
い
強
硬
な
誘
引
で
あ
る
。

否
も
応
も
な

く
、

私
は
出
席
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、

野
暮
な
私
に
は
、

お
茶
の
席
な
ど
そ
ん
な
風
流
の
場
所
に

出
た
経
験
は
生
ま
れ
て
か
ら
未
だ

一
度
も
無
い
。

黄
村
先
生
は
、

そ
の
よ

う
な
不
粋
な
私
を
お
茶
に
招
待
し
て
、

私
の
ぶ
ざ
ま
な

一
挙
手

一
投
足
を

こ
こ
ぞ
と
ば
か
り
嘲
笑
し
、

か
つ
は
叱
咤
し
、

か
つ
は
教
訓
す
る
所
存
な

の
か
も
知
れ
な
い
。

油
断
が
な
ら
ぬ
。

私
は
先
生
の
お
手
紙
を
拝
誦
し
て
、

す
ぐ
さ
ま
外
出
し
、

近
所
の
或
る
優
雅
な
友
人
の
宅
を
訪
れ
た
。

「君
の
と
こ
ろ
に
、

何
か
お
茶
の
事
を
書
い
た
本
が
無
い
か
ね
。

」
私
は

時
々
こ
の
上
品
な
友
人
か
ら
、

そ
の
蔵
書
を
貸
し
て
も
ら
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

「
こ
ん
ど
は
お
茶
の
本
か
。

多
分
あ
る
だ
ろ
う
と
思
う
け
ど
、

君
は
い
ろ

ん
な
も
の
を
読
む
ん
だ
ね
。

お
茶
と
は
、

ま
た
。

」
友
人
は
い
ぶ
か
し
げ
の

顔
を
し
た
。

「茶
道
読
本
」
と
か

「茶
の
湯
客
の
心
得
」
と
か
、

そ
ん
な
本
を
四
冊
も

借
り
て
私
は
家

へ
帰
り
、

片
端
か
ら
読
破
し
た
。

米
覆
載
＝
天
地
。

　
草
略
の
茶
Ｈ
簡
素
で
略
式
の
喫
茶
。

　
聖
戦
下
＝
太
平
洋

戦
争
中
。

（太
宰
治

「不
審
庵
し

問

一　
傍
線
部
１
～
Ｓ
の
語
句
は
、

こ
の
手
紙
文
の
中
で
は
、

ど
の
よ
う
な
修
辞
的
用
法
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
か
。

そ
れ
ぞ
れ
の
語
句
の
用
法

を
、

次
の
イ
～
へ
の
う
ち
か
ら
選
べ
。



―
　
何
を
か
隠
し
申
す
べ
き

２
　
悲
し
い
哉

３
　
し
か
の
み
な
ら
ず

４
　
然
り
と
難
も

５
　
情
し
き
事
に
御
座
候
え
ば

６
　
流
水
濁
ら
ず
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イ
　
順
接

回
　
添
加

ハ
　
比
喩

一一　
　
百え
主ｍ

ホ
　
逆
接

へ
　
感
動

問
工
　
こ
の
手
紙
文
で
は
、

「拝
啓
」
が
頭
語
、

「頓
首
」
が
結
語
と
し
て
対
応
し
て
い
る
。

頭
語
と
し
て

「前
略
」
を
用
い
た
場
合
、

こ
れ
に
対
応
す

る
結
語
と
し
て
、

最
も
適
当
な
も
の
を
、

次
の
イ
～
ホ
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

イ
　
机
下
　
　
　
回
　
草
々
　
　
　
ハ
　
拝
復
　
　
　
一一　
冠
省

間
三
　
傍
線
部
ａ

「愚
哀
」
の
意
味
と
し
て
、

最
も
適
当
な
も
の
を
、

イ
　
自
分
の
本
心
。
　
　
　
日
　
も
う
ろ
く
し
た
思
案
。

一一　
苦
し
い
胸
中
。

　
　
　
ホ
　
自
分
な
り
の
議
論
。

問
四
　
傍
線
部
ｂ

「近
来
ふ
た
た
び
茶
道
の
稽
古
に
ふ
け
り
」

～
ホ
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

イ
　
幼
少
の
頃
よ
り
茶
道
を
好
ん
だ
が
、

実
父
逝
去
の
後
、

茶
道
と
絶
縁
の
境
涯
に
な
っ
た
こ
と
を
悔
い
、

実
父
に
報
恩
し
よ
う
と
志
し
た
た
め
。

回
　
人
間
に
は
娯
楽
が
必
要
だ
が
、

そ
れ
は
風
流
か
つ
高
尚
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

中
で
も
茶
道
が
最
高
で
あ
る
と
の
結
論
に
達
し
た
た
め
。

ハ
　
利
休
の
茶
道
は
閑
雅
純
朴
を
旨
と
し
、

簡
易
な
法
式
で
主
客
が
楽
し
む
も
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
聖
戦
下
に
あ
っ
て
最
高
の
趣
味
と
考
え
た
た

め
。

一一　
無
趣
味
な
若
い
後
輩
た
ち
を
茶
会
に
招
い
て
、

そ
の
無
趣
味
さ
を
思
い
知
ら
せ
、

先
輩
と
し
て
高
尚
な
趣
味
人
ぶ
り
を
誇
示
し
よ
う
と
し
た
た

め
。

ホ
　
戦
時
下
の
世
相
が
無
趣
味
に
堕
し
て
い
る
こ
と
を
嘆
き
、

風
流
を
再
果
し
て
生
活
に
新
風
を
吹
き
入
れ
、

芸
術
興
隆
を
図
ろ
う
と
し
た
た
め
。

問
五
　
傍
線
部
ｃ

「空
に
微
わ
ず
」
の
意
味
と
し
て
、

最
も
適
当
な
も
の
を
、

次
の
イ
～
ホ
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

と
い
う
状
態
に
、

黄
村
先
生
が
な
っ
た
理
由
と
し
て
、

最
も
適
当
な
も
の
を
、

次
の
イ

ホ
　
敬
具

次
の
イ
～
ホ
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

愚
痴
。
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イ
　
見
え
を
張
ら
な
い
。
　
　
　
日
　
何
度
も
繰
り
返
さ
な
い
。　

　
　
　
ハ
　
嘆
き
を
共
に
し
な
い
。

二
　
不
粋
な
こ
と
を
し
な
い
。

　

ホ
　
人
ま
ね
を
し
な
い
。

問
六
　
責
村
先
生
の
手
紙
の
文
体
と
内
容
か
ら
、

こ
の
人
物
が
ど
の
よ
う
な
人
柄
で
あ
る
と
想
像
さ
れ
る
か
。

そ
の
人
柄
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、

次
の
イ
～
ホ
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

か

た

ぎ

極
め
て
古
風
で
謙
抑
な
人
柄
で
、

手
紙
を
書
く
に
も
幼
少
か
ら
仕
込
ま
れ
た
候
文
で
し
か
書
け
な
い
音
気
質
の
人
。

高
尚
な
内
容
は
高
雅
な
文
体
を
も
っ
て
つ
づ
る
べ
し
と
説
き
、

後
輩
に
範
を
示
そ
う
と
す
る
理
想
主
義
者
。

閑
暇
を
も
て
余
し
、

手
紙
の
文
体
に
提
っ
て
精
練
し
、

後
世
に
残
す
こ
と
に
生
き
が
い
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
趣
味
人
。

空
疎
な
内
容
を
ふ
く
ら
ま
し
、

飾
り
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
所
論
に
権
威
を
も
た
せ
よ
う
と
す
る
形
式
主
義
者
。

古
風
な
文
体
を
利
用
し
て
内
容
を
高
尚
な
ら
し
め
、

説
得
の
効
果
を
あ
げ
て
自
分
に
従
わ
せ
よ
う
と
す
る
策
略
家
。

「私
」
が
友
人
か
ら
本
を
借
り
た
理
由
と
し
て
、

最
も
適
当
な
も
の
を
、

次
の
イ
～
ホ
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

黄
村
先
生
の
茶
道
の
知
識
が
に
わ
か
仕
込
み
で
あ
る
こ
と
を
看
破
し
つ
つ
、

そ
れ
に
対
抗
す
る
用
意
を
す
る
た
め
。

茶
席
の
経
験
が
な
い
と
見
抜
い
て
嘲
笑
さ
れ
る
の
が
恐
ろ
し
く
、

急
ご
し
ら
え
で
茶
の
湯
の
心
得
を
仕
入
れ
る
た
め
。

芸
術
家
志
望
者
と
し
て
、

風
流
の
心
得
が
な
く
て
は
失
格
で
あ
る
と
い
う
黄
村
先
生
の
教
訓
に
心
服
し
た
た
め
。

自
分
に
も
優
雅
な
友
人
が
い
て
、

そ
う
い
う
自
分
が
決
し
て
野
暮
な
人
間
で
は
な
い
こ
と
を
証
明
し
て
み
せ
る
た
め
。

黄
村
先
生
が
茶
会
に
招
待
す
る
意
図
が
く
み
取
れ
ず
、

そ
の
意
図
を
探
る
こ
と
が
ま
ず
必
要
で
あ
っ
た
た
め
。

問
ホ ニ ハ 回 イ 七 ホ ニ ハ 回 イ
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萌
ぽ
ぼ
醐
　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、

後
の
問
い
に
答
え
よ
。

（関
東
学
院
大
。
文
）

昨
日
ま
で
私
は
マ
メ
カ
ス
や
ハ
コ
ベ
を
食
べ
て
操
車
場
で
は
た
ら
き
、

西
日
本
の
全
地
方
か
ら
や
っ
て
く
る
貨
車
を
毎
日
、毎
日
、

突
き
放
し
た
り
、

運
結
し
た
り
し
な
が
ら
、

い
ざ
と
な
れ
ば
地
雷
を
抱
い
て
戦
車
の
下
腹

ヘ

か
け
こ
む
覚
悟
で
い
た
。

死
は
冒
険
小
説
や
漫
画
の
よ
う
に
輝
か
し
く
、

ま
た
易
し
く
思
わ
れ
た
。

連
日
、

大
空
襲
が
あ
っ
て
、

市
に
は
難
民
が
氾

濫
し
、

南
方
諸
島
や
北
方
諸
島
の
拠
点
は
つ
ぎ
つ
ぎ
と
全
滅
し
、

飛
行
場

に
は
飛
行
機
が

一
台
も
な
く
て
滑
走
路
に
芋
畑
を
つ
く
り
、

そ
の
芋
か
ら

ア
ル
コ
ー
ル
を
と
っ
て
飛
行
機
を
と
ば
す
の
だ
と
将
校
た
ち
は
中
学
生
に

真
摯
、

激
烈
な
演
説
を
し
た
。

私
は
仲
間
と
い
っ
し
ょ
に
腹
を
か
か
え
て

笑
い
こ
ろ
げ
た
が
、

そ
の
愚
劣
と

一
日
も
早
く
玉
砕
し
た
い
と
い
う
憧
れ

と
は
矛
盾
し
な
か
っ
た
。

同
ＩＡＩ
ＩＩ
恵
劣
を
知
れ
ば
知
る
だ
け
そ
れ
は
昂
進

し
て
い
く
よ
う
で
す
ら
あ
っ
た
。

同
ＩＢＩ
□
私
た
ち
の
場
合
は
空
か
ら
焼
夷

弾
や
爆
弾
が
降
っ
て
く
る
ば
か
り
で

″敵
ク
を
肉
眼
で
見
た
こ
と
が
な
い
。

《鬼
畜
米
英
》
の
１
潮
引
↓ま―
剤
剤
回
の‐
劇
洲
引
封
剃
刊
■
瑚
利
が
私
た
ち

の
う
ち
誰
一
人
と
し
て
鬼
畜
を
見
た
も
の
が
な
く
、

そ
の
眼
や
頼
に
つ
い

て
語
れ
る
も
の
が
な
か
っ
た
。

同
ｌｃｌ
凹
私
た
ち
は
も
し
命
令
が
あ
れ
ば
歯

で
も
廓
く
よ
う
に
爆
死
す
る
決
心
で
い
た
。

同
ＩＤＩ
日
幅
子
か
及
送
が
と
り

だ
す
よ
う
に
政
治
は

″敵
″
を
と
り
だ
せ
る
の
だ
っ
た
。

一
度
だ
け
、

私
は
殺
さ
れ
か
か
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

操
車
場
に
は
毎

日
の
よ
う
に
艦
載
機
が
襲
来
し
、

翼
が
貨
車
の
屋
根
に
す
れ
す
れ
に
な
る

く
ら
い
の
便
雲
飛
行
で
機
銃
掃
射
を
や
っ
た
。

或ぁ
る
日
の
年
後
、

私
は
逃

解
答

・
解
説
↓
別
冊
４０
ぺ
‐
ジ

げ
お
く
れ
て
友
人
と
い
っ
し
ょ
に
田
ン
ぼ

へ
こ
ろ
げ
こ
ん
だ
。

そ
の
瞬
間
、

《
熊

ン
蜂
》
が
か
す
め
た
。

大
き
な
物
量
が
非
常
な
速
度
で
後
頭
部
に
の

し
か
か
っ
て
く
る
の
が
感
じ
ら
れ
、

私
は
手
足
が
し
び
れ
て
し
ま

っ
た
。

友
人
と
格
闘
し
つ
つ
泥

へ
沈
ん
だ
瞬
間
、

私
は
積
乱
雲
の
わ
き
た
つ
夏
空

傾
い
た
ま
ま
す
べ
っ
て
い
く
ジ
ュ
ラ
ル
ミ
ン
の
輝
き
と
、
３
巨
大
な

じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の

っ
て
い
る
と
見
た
。

た
。

人
は
笑
い
な
が

お
し
、

し
が
み
つ
く

た
の
だ
。

私
は
人
を

の
図

の‐
封
洲
引
風
防
グ
ラ

ス
と
、

同
ＩＥＩ
ＩＩ
一

信

色
に
輝
く

″敵
″
を
見
た
。

眼
は
そ
の
頼
が
笑

む
か
っ
て
彼
は
笑
い
か
け
て
い
る
と
私
は
思
っ

を

２

こ

ん昆
虫

薔
薇

私
に

ら
人
を
殺
せ
る
の
だ
。

そ
し
て
私
は
友
人
を
蹴
り
た

手
を
は
ら
い
の
け
、　

一
歩
で
も
さ
き

へ
で
よ
う
と
し

殺
し
か
か
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

手
の
な
か
で
細
塗
月
が
４
く

に
ゃ
く
に
ゃ
し
、

友
人
は
私
に
沈
め
ら
れ
つ
つ
、

お
か
あ
ち
ゃ
ん
、

お
か

あ
ち
ゃ
ん
と
声
を
た
て
た
。

「
か
ん
に
ん
や
、

か
ん
に
ん
や
」

そ
う
聞

い
た
よ
う
に
も
思
う

の
だ
。

友
人
は
泥
の
な
か
に
沈
ん
だ
が

５
声
は
異
様
な
掌
と
な

っ
て
私
の
頼
を
う

っ
た
。

み
ん
な
か
ら
脳
が
温
い

と
い
っ
て
日
頃
、

バ
カ
に
さ
れ
、

そ
う
さ
れ
る
こ
と
に
満
足
し
て
い
る
、

薄
弱
な
彼
な
の
に
、

そ
の
瞬
間
は
ま
る
で
巨
人
の
よ
う
で
あ

っ
た
。

私
は

稲
の
な
か
に
倒
れ
、

日
い
っ
ぱ
い
に
甘
い
泥
が
つ
ま

っ
た
。

（開
高
健

「輝
け
る
間
じ
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問

一　
空
欄
Ａ
～
Ｅ
に
当
て
は
ま
る
適
切
な
語
を
、

次
の
語
群
か
ら

一
つ
ず
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

イ
　
だ
か
ら
　
　
　
回
　
も
し
も
　
　
　
ハ
　
す
な
わ
ち
　
　
　
〓一　
あ
る
い
は
　
　
　
ホ
　
そ
し
て
は
じ
め
て

へ
　
ま
る
で
　
　
　
卜
　
し
か
も
　
　
　
チ
　
そ
れ
で
い
て
　
　
り
　
む
し
ろ
　
　
　
　
ヌ
　
そ
し
て
最
後
に

間
二
　
傍
線
部
１
～
５
は
、

次
の
い
か
な
る
比
喩
の
表
現
法
に
該
当
す
る
か
。

イ
～
チ
の
う
ち
か
ら

一
つ
ず
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

イ
　
対
句
法
　
　
　
回
　
擬
人
法
　
　
　
ハ
　
擬
態
語
　
　
　
↑一　
直
喩

ふ
う

ホ
　
隠
喩
　
　
　
　
へ
　
提
喩
　
　
　
　
卜
　
換
喩
　
　
　
　
チ
　
諷
喩

問
三
　
波
線
部
の
四
宇
漢
字
は
、

上
下
の
関
係
が

〈修
飾

・
被
修
飾
〉
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
成

っ
て
い
る
。

次
の
Ａ
の
働
～
０
の
四
字
漢
字
は
、

Ｂ
の

ど
の
組
み
合
わ
せ
に
該
当
す
る
か
。

イ
～
チ
の
う
ち
か
ら

一
つ
ず
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

Ａ

中‐
‐―

．‐‐‐．‐叫
‐‐‐】，Ｈ
‐‐‐，‐‐‐‐，，‐‐１‐―
１１‐，‐‐‐‐‐“ｒｔｔ‐．】‐，．Ｈ

　

　

Ｂ

脩)G)(1)

(4) (2)

果
味
津
々

半
醒
半
睡

和
魂
洋
オ

周
章
狼
狽

暗
中
模
索

問
四

〈私
〉
に
と
っ
て
、

死
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

全
文
を
読
ん
で
、

次
の
イ
～
チ
の
う
ち
、

最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を

一
つ

選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

イ
　
国
の
た
め
に
、

い
さ
ぎ
よ
く
迎
え
入
れ
た
い
と
憧
れ
る
も
の
。

日
　
冒
険
小
説
や
漫
画
の
よ
う
に
輝
か
し
く
容
易
な
も
の
。

ハ
　
歯
を
磨
く
の
と
同
じ
よ
う
な
日
常
的
な
も
の
。

一一　
不
意
に
襲
わ
れ
る
と
、

自
分
の
本
性
を
暴
露
す
る
も
の
。

ホ
　
い
ざ
と
な
れ
ば
自
分
か
ら
選
ば
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
。

へ
　
友
人
を
突
き
飛
ば
し
て
で
も
、

ど
う
し
て
も
避
け
た
い
と
願
う
も
の
。

卜
　
初
め
て
目
に
す
る
敵
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
も
の
。

チ
　
人
を
恐
怖
の
ど
ん
底
に
突
き
落
と
す
も
の
。

ト ホ ハ イ

チ ヘ ニ 回

修
飾

・
被
修
飾

目
的
語

・
述
語

状
況
を
示
す
語

・
述
語

対
等
語

主
語

・
述
語

手
段
を
示
す
語

・
述
語

反
対
語

類
義
語
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市
ヰ
圏
四
　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、

後
の
問
い
に
答
え
よ
。

（明
治
学
院
大
・
文
・

邸
内
に
棲
ま
わ
せ
て
あ
る
長
尾
の
一
家
に
も
、

折
り
折
り
多
少
の
風
波

が
起
こ
る
。

そ
う
す
る
と
必
ず
五
百
が
調
停
に
往
か
な
く
て
は
な
ら
な
か

っ
た
。

そ
の
争
い
は
五
百
が
商
業
を
再
果
さ
せ
よ
う
と
し
て
勧
め
る
の
に
、

安
が
躊

躇
し
て
決
せ
な
い
た
め
に
起
こ
る
の
で
あ
る
。

宗
右
衛
門
の
長
女

敬
は
も
う
二
十

一
歳
に
な
っ
て
い
て
、
１
生
得
や
や
勝
ち
気
な
の
で
、

母

を
し
て
五
百
の
言
に
し
た
が
わ
し
め
よ
う
と
す
る
。

母
は
こ
れ
を
拒
み
は

せ
ぬ
が
、

さ
れ
ば
と
て
実
行
の
方

へ
は
、　

一
歩
も
踏
み
出
そ
う
と
は
し
な

い
。

こ
こ
に
争
い
は
生
ず
る
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
こ
れ
が
鎮
撫
に
当
た
る
も
の
が
五
百
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
は
、

長
尾
の
家
で
ま
だ
宗
右
衛
門
が
生
き
て
い
た
と
き
か
ら
の
習
慣
で
あ
る
。

五
百
の
言
に
は
宗
右
衛
門
が
服
し
て
い
た
の
で
、

そ
の
妻
や
子
も
こ
れ
に

抗
す
る
こ
と
を
ば
あ
え
て
せ
ぬ
の
で
あ
る
。

宗
右
衛
門
が
妻
の
妹
の
五
百
を
、

た
だ
抽
斎
の
配
偶
と
し
て
尊
敬
す
る

の
み
で
な
く
、

か
く
ま
で
に
信
任
し
た
に
は
、

別
に
来
歴
が
あ
る
。

そ
れ

は
あ
る
と
き
宗
右
衛
門
が
家
庭
の
米
テ
ィ
ラ
ン
と
し
て
大
い
に
安
を
虐
待

し
て
、

五
百
の
き
び
し
い
忠
告
を
受
け
、

涙
を
流
し
て
罪
を
謝
し
た
こ
と

が
あ
っ
て
、

そ
れ
か
ら
の
ち
は
五
百
の
前
に
項
を
屈
し
た
の
で
あ
る
。

宗
右
衛
門
は
性
質
亮
直
に
過
ぐ
る
と
も
言
う
べ
き
人
で
あ
っ
た
が
、

病

療

持
ち
で
あ
っ
た
。

今
か
ら
十
二
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。

宗
右
衛
門
は
ま

だ
七
歳
の
盆
に
読
書
を
授
け
、

こ
の
子
が
大
き
く
な
っ
た
ら
士
の
女
房
に

す
る
と
言
っ
て
い
た
。

盆
は
２
訓
口
剰
劉
劉
引
Ｗ

書
を
よ
く
読
ん
だ
。
こ

社
会
。

改
作
）

解
答

・
解
説
↓
別
冊
４‐
ぺ
‐
ジ

う
い
う
と
き
に
、

宗
右
衛
門
が
酒
気
を
帯
び
て
い
る
と
、

盆
を
そ
ば
に
引

き
つ
け
て
お
い
て
、

忍
耐
を
教
え
る
と
言
っ
て
、

戯
れ
の
よ
う
に
煙
管
で

頭
を
打
つ
こ
と
が
あ
る
。

鑑
は
初
め
忍
ん
で
黙
っ
て
い
る
が
、

の
ち
に
は

「
お
父
っ
さ
ん
、

い
や
だ
」
と
言
っ
て
、

手
を
挙
げ
て
打
つ
真
似
を
す
る
。

宗
右
衛
門
は
怒

っ
て
、

「親
に
手
向
か
い
を
す
る
か
」
と
言
い
つ
つ
、

盆
を

舎
で
乱
打
す
る
。

あ
る
日
こ
う
で
つ
場
合
に
、

女
房
が
停
め
よ
う
と
す
る

と
、

宗
右
衛
門
は
こ
れ
を
も
髪
を
つ
か
ん
で
泣
き
倒
し
て
乱
打
し
、

「出
て

往
け
」
と
叫
ん
だ
。

安
は
も
と
宗
右
衛
門
の
恋
女
房
で
あ
る
。

天
保
五
年
二
月
に
、

当
時
阿

部
家
に
仕
え
て
い
た
、

ま
だ
二
十
歳
の
安
が
宿
に
同
１３‐
‐‐
一
境
町
の
中
村

座

へ
芝
居
を
看
に
往
っ
た
。

こ
の
と
き
宗
右
衛
門
は
安
を
見
初
め
て
、

芝

居
が
は
ね
て
か
ら
追
尾
し
て
行
っ
て
、

紺
野
町
の
日
野
屋

へ
入
る
の
を
見

き
わ
め
た
。

同
窓
の
山
内
栄
次
郎
の
家
で
あ
る
。

さ
て
は
栄
次
郎
の
妹
で

あ
っ
た
か
と
い
う
の
で
、

た
だ
ち
に
人
を
や
っ
て
縁
談
を
申
し
込
ん
だ
の

で
あ
る
。

こ
う
し
た
わ
け
で
も
ら
わ
れ
た
安
も
、

拳
の
も
と
に
崩
れ
た
丸
者
を
整

え
る
違
も
な
く
、

山
内

へ
逃
げ
帰
る
。

栄
次
郎
は
会
津
屋

へ
調
停
に
往
く

こ
と
を
面
倒
が
る
。

妻
は
お
い
ら
ん
浜
照
が
な
れ
の
果
て
で
何
の
用
に
も

立
た
な
い
。

そ
こ
で
た
ま
た
ま
渋
江
の
家
か
ら
来
合
わ
せ
て
い
た
五
百
に
、

「
ど
う
か
し
て
や
っ
て
く
れ
」
と
言
う
。

五
百
は
姉
を
宥
め
す
か
し
て
、

４
横
山
町
へ
連
れ
て
往
っ
た
。
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会
津
屋
に
往
っ
て
み
れ
ば
、

敬
は
う
ろ
う
ろ
立
ち
廻
っ
て
い
る
。

盆
は

ま
だ
泣
い
て
い
る
。

妻
の
出
た
あ
と
で
、

さ
ら
に
酒
を
呼
ん
だ
宗
右
衛
門

は
、

気
味
の
悪
い
笑
顔
を
し
て
五
百
を
迎
え
る
。

五
百
は
し
ず
か
に
詫
言

を
言
う
。

主
人
は
な
か
な
か
聴
か
な
い
。
し
ば
ら
く
語
を
交
え
て
い
る
間

に
、

主
人
は
次
第
に
饒

舌
に
な
っ
て
、

光
餃
万
丈
当
た
る
べ
か
ら
ざ
る
に

至
っ
た
。

宗
右
衛
門
は
好
ん
で
散
事
を
引
く
。
５
偽
書
孔
叢
子
の
孔
子
〓

剤
劇
制
劇
の‐
刻
洲
劇
利
ば

五
百
は
こ
れ
を
聞
き
つ
つ
思
案
し
た
。
こ
れ
は

負
け
て
い
て
は
際
限
が
な
い
。

例
し
を
引
い
て
論
ず
る
こ
と
な
ら
、

こ
っ

ち
に
も
言
い
分
が
な
い
こ
と
は
な
い
。

そ
こ
で
五
百
も
論
陣
を
張
っ
て
、

旗
鼓
相
当
た
っ
た
。
６

引
く
。
―

つ
―

劇
ｑ
翻
園
剰
雪
別
「
劉
副
制
日
劇
劉
倒
到
判
劇
刊

て
家
邦
を
御
す
」
を
引
い
て
、

宗
右
衛
門
が
難
々
の
和
を
破
る
の
を
責
め
、

は
げ

７
声
色
と
も
に
属
し
か
っ
た
。

宗
右
衛
門
は
屈
服
し
て
、

「
な
ぜ
あ
な
た
は

男
に
生
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
す
」
と
言

っ
た
。

長
尾
の
家
に
８
争

い
が
起
こ
る
ご
と
に
、

五
百
が
来
な
く
て
は
な
ら
ぬ

と
い
う
こ
と
に
な
る
に
は
、
レ」う

い
う
来
歴
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

＊
テ
ィ
ラ
ン
＝

〔フ
ラ
ン
ス
語
〕
暴
君
。

（森
鴎
外

「渋
江
抽
斎
じ

間

一　
傍
線
部
１
の

「生
得
や
や
勝
ち
気
な
の
で
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

イ
　
少
々
得
を
考
え
が
ち
な
性
格
な
の
で
　
　
　
　
　
　
回
　
や
や
勝
負
事
に
向
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で

ハ
　
生
ま
れ
つ
き
少
々
気
の
つ
よ
い
性
格
な
の
で
　
　
　
一一　
生
ま
れ
つ
き
や
や
商
業
に
向
い
て
い
る
の
で

間
二
　
傍
線
部
２
の

「記
性
が
あ
っ
て
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

イ
　
記
憶
力
が
よ
く
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
回
　
し
っ
か
り
し
た
性
格
で

ハ
　
も
の
ご
と
を
記
録
す
る
こ
と
が
好
き
で
　
　
　
　
　
二
　
な
に
ご
と
に
も
気
の
つ
く
た
ち
で

間
三
　
空
欄
３
を
埋
め
る
の
に
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

イ
　
下
が
っ
て
　
　
　
日
　
上
が
っ
て
　
　
　
ハ
　
泊
ま
っ
て
　
　
　
二
　
入
っ
て

間
四
　
傍
線
部
４
の

「横
山
町
」
に
は
何
が
あ
る
の
か
。

次
か
ら
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

イ
　
山
内
栄
次
郎
の
家
　
　
　
□
　
渋
江
の
家
　
　
　
ハ
　
会
津
屋
　
　
　
一一　
日
野
屋

問
五
　
傍
線
部
５

ｏ
Ｓ
の
さ
ま
ざ
ま
な
散
事
は
ど
の
よ
う
な
主
張
を
正
当
化
す
る
た
め
に
引
か
れ
て
い
る
か
。

そ
れ
ぞ
れ
十
五
字
以
内
で
平
易
に
述
べ

卜

よ

。

仏
父
文
伯

の
母
季
敬
姜
を
引
く
。

顔
之
推

の
母
を
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問
六
　
傍
線
部
７
の

「声
色
と
も
に
属
し
か
っ
た
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
。

十
五
年
以
内
で
平
易
に
述
べ
よ
。

問
七
　
傍
線
部
８
の

「争
い
」
と
は
ど
ん
な
争
い
か
。

最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

イ
　
宗
右
衛
門
と
盆
の
争
い
　
　
　
　
　
回
　
と不
右
衛
門
と
安
の
争
い

ハ
　
宗
右
衛
門
と
敬
の
争
い
　
　
　
　
　
一一　
安
と
敬
の
争
い
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次
の
文
章
は
川
端
康
成

『化
粧
』
の

一
節
で
あ
る
。

読
ん
で
、

後
の
問
い
に
答
え
よ
。

（京
都
産
業
大
・
法
）

私
の
家
の
窓
は
谷
中
の
斎
場
の
厠
と
向
か
い
合
っ
て
い
る
。

二
つ
の
厠
の
空
地
は
斎
場
の
芥
捨
場
で
あ
る
。

葬
式
の
供
花
や
花
環
が

捨
て
ら
れ
る
。

（中
略
）
仕
事
を
す
る
時
は
た
び
た
び
厠

へ
立
つ
私
は
、

そ
の
夜
幾
度

と
な
く
菊
の
匂
い
を
嗅
い
で
、

徹
夜
の
疲
れ
が
そ
の
薫
り
の
な
か
に
消
え

て
ゆ
く
よ
う
に
感
じ
た
。

や
が
て
朝
の
光
に
、

自
菊
は
い
よ
い
よ
白
く
、

銀
紙
は
輝
き
は
じ
め
た
。

（
ａ

）
用
を
足
し
な
が
ら
私
は
、

自
菊
の
花
に

一
羽
の
カ
ナ
リ
ヤ
が
つ
と
と
ま
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
の
で
あ
っ
た
。

昨
日
の
放
鳥
が
疲
れ
て
鳥
屋

へ
の
帰
り
を
忘
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
な
ぞ
は
ま
あ
美
し
い
と
も
言
え
よ
う
が
、
し
か
し
ま
た
私
は
、

そ

れ
ら
の
葬
い
の
花
々
が
腐

っ
て
ゆ
く
日
々
も
、

厠
の
窓
か
ら
見
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

ち
ょ
う
ど
こ
の
文
章
を
書
い
て
い
る
二
月
初
め
は
、　

一
つ
の

花
環
に
咲
い
た
紅
替
薇
と
桔
梗
と
が
、

萎
れ
る
に
つ
れ
て
ど
ん
な
風
に
色

変
わ
り
し
て
ゆ
く
か
を
五
六
日
の
間
つ
ぶ
さ
に
見
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
も
植
物
の
花
な
ら
ば
い
い
。

斎
場
の
厠
の
窓
に
、

私
は
ま
た
人
間

も
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

若
い
女
が
多
い
。

な
ぜ
な
ら
、

男

は
入
る
こ
と
が
少
な
く
、

老
婆
は
斎
場
の
厠
の
な
か
ま
で
長
い
こ
と
突
立

っ
て
鏡
を
見
る
ほ
ど
に
、
も
う
女
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

若
い

女
の
た
い
て
い
は
、

そ
こ
に
立
ち
止
ま
っ
て
か
ら
、

化
粧
を
す
る
。

葬
式

解
答

・
解
説
↓
別
冊
４２
ぺ
‐
ジ

場
の
厠
で
化
粧
を
す
る
喪
服
の
女
―
―
濃
い
口
紅
を
引
く
と
こ
ろ
を
見
た

り
す
る
と
、

屍
を
紙
め
る
血
の
唇
を
見
た
よ
う
に
、

私
は
ぎ
ょ
っ
と
し
て

身
を
縮
め
る
。

彼
女
等
は
皆
落
ち
つ
き
は
ら
っ
て
い
る
。

誰
に
も
見
ら
れ

て
い
な
い
と
信
じ
な
が
ら
、

（
ｂ

）
隠
れ
て
悪
い
こ
と
を
し
て
い
る
と
い

う
罪
の
思
い
を
体
に
現
し
て
い
る
。

私
は
そ
う
い
う
奇
怪
な
化
粧
を
見
た
い
と
は
思
わ
な
い
。
し
か
し
二
つ

の
窓
は
年
中
向
か
い
合

っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

こ
の
い
ま
わ
し
い
偶
然
の

一
致
も
決
し
て
少
な
く
は
な
い
。

私
は
あ
わ
て
て
眼
を
そ
ら
す
。
テ」う
し

て
私
が
、

街
頭
や
客
間
の
女
達
の
化
粧
か
ら
も
、

葬
式
場
の
厠
の
な
か
の

女
を
思
い
浮
か
べ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
１
″
病
常
揚
呼
ぞ
“
し
ろ
わ
せ
に
ち

が
い
な
い
。

谷
中
の
斎
場

へ
葬
い
に
来
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、

厠

へ
は
は

い
ら
な
い
よ
う
に
と
、

私
は
好
き
な
女
達

へ
手
紙
を
出
し
て
お
こ
う
か
と

思
っ
た
り
し
た
。

彼
女
等
に
同
ＩＡＩ
ＩＩ
軍
の
仲
間
入
り
を
さ
せ
な
い
よ
う
に

で
あ
る
。

（
ｃ

）
昨
日
で
あ
る
。

斎
場
の
厠
の
窓
に
、

白
い
ハ
ン
ケ
チ
で
し
き
り
に
涙
を
拭
い
て
い
る
十

七
八
の
少
女
を
、

私
は
見
た
。

拭
い
て
も
拭
い
て
も
涙
が
あ
ふ
れ
て
く
る

ら
し
い
。

一月
を
ふ
る
わ
せ
て
し
ゃ
く
り
あ
げ
て
い
る
。
と
う
と
う
悲
し
み

に
押
し
倒
さ
れ
た
の
か
、

彼
女
は
立
っ
た
ま
ま
厠
の
壁
に
ど
ん
と
身
を
倒
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し
た
。
も
う
頼
を
拭
く
力
も
な
く
涙
を
流
れ
る
に
ま
か
せ
て
い
た
。

彼
女
だ
け
は
隠
れ
て
化
粧
に
来
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。

隠
れ
て
泣
き
に

来
た
の
に
ち
が
い
な
い
。

そ
の
窓
が
私
に
植
え
つ
け
た
２
女

へ
の
悪
意
が
、

彼
女
に
よ
っ
て
き
れ

い
に
拭
い
取
ら
れ
て
ゆ
く
の
を
感
じ
て
い
る
と
、

そ
の
時
、

全
く
思
い
が

け
な
く
、

彼
女
は
小
さ
い
鏡
を
持
ち
出
し
、

鏡
に
同
ＩＢＩ
□
と
一
つ
笑
う
と
、

ひ
ら
り
と
厠
を
出
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
。

私
に
は
謎
の
笑
い
で
あ
る
。

問

一　
空
欄
ａ
～
ｃ
に
入
る
最
も
適
当
な
言
葉
を
、

次
の
中
か
ら

一
つ
ず
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

イ
　
し
か
し
　
　
　
回
　
し
か
も
　
　
　
ハ
　
そ
し
て

一一　
つ
い
に
　
　
　
ホ
　
と
こ
ろ
が
　
　
　
へ
　
と
こ
ろ
で

間
二
　
空
欄
Ａ
に
入
る
最
も
適
当
な
言
葉
を
、

次
の
中
か
ら

一
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

イ
　
魔
女
　
　
　
　
回
　
悪
女
　
　
　
　
ハ
　
醜
女

一一　
烈
女
　
　
　
　
ホ
　
美
女

間
三
　
空
欄
Ｂ
に
入
る
最
も
適
当
な
言
葉
を
、

次
の
中
か
ら

一
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

イ
　
い
ひ
ひ
　
　
　
回
　

つヽ
ふ
ふ
　
　
　
ハ
　

たヽ
ヘ
ヘ

〓一　
お
ほ
ほ
　
　
　
ホ
　
に
い
っ

問
四
　
本
文
中
に
次
の
文
が
抜
け
て
い
る
。

そ
れ
は
ど
こ
か
。

そ
の
箇
所
の
直
前
の
文
の
末
尾
十
年
を
記
せ
。

私
は
水
を
浴
び
た
よ
う
な
驚
き
で
、

危
う
く
叫
び
出
す
と
こ
ろ
だ
っ
た
。

問
五
　
傍
線
部
１

「
そ
れ
は
確
か
な
し
あ
わ
せ
に
ち
が
い
な
い
」
と
あ
る
が
、

そ
れ
は
な
ぜ
か
。

最
も
適
当
な
理
由
を
次
の
中
か
ら

一
つ
選
び
、

記
号

で
答
え
よ
。

イ
　
人
生
の
無
常
を
感
じ
る
か
ら

回
　
人
間
観
察
眼
が
深
ま
る
か
ら

ハ
　
女
性
の
本
質
を
把
握
で
き
る
か
ら

一一　
女
色
に
心
乱
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
る
か
ら
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ホ
　
妻
を
大
切
に
す
る
よ
う
に
な
る
か
ら

間
六
　
傍
線
部
２

「女

へ
の
悪
意
」
と
あ
る
が
、

具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
を
い
う
の
か
。

本
文
に
即
し
て
四
十
年
以
内
で
述
べ
よ
。



/J  ヽ 説  88

繭
圏
園
四
　

次
の
文
章
は
井
上
靖
の
小
説

『
孔
手
』
の

一
部
で
あ
る
。

読
ん
で
、

子
貢
の
館
に
入
る
と
、
１
誰
も
彼
も
が
子
貢
と
抱
き
合
っ
た
り
、

子
貢

の
傍
ら
で
お
互
い
が
抱
き
合
っ
た
り
し
て
、

涙
な
が
ら
の
最
後
の
別
れ
を

惜
し
み
ま
し
た
。

私
も
ま
た
そ
の
よ
う
に
し
ま
し
た
が
、

そ
の
時
、

そ
こ

か
ら
窓
越
し
に
望
め
る
子
の
墓
所
の
傍
ら
に
は
、

す
で
に
子
貢
の
た
め
の

新
し
い
ａ
庵
が
造
ら
れ
て
あ
り
ま
し
た
。

子
貢
は
四
十
六
歳
、

更
に
こ
れ

に
続
く
三
年
を
子
に
お
仕
え
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

私
は
そ
う
し
た
子
貢
ら
し
い
亡
き
師

へ
の
仕
え
方
に
、

強
く
心
を
ひ
か

れ
る
も
の
は
あ
り
ま
し
た
が
、

私
な
ど
の
ま
ね
る
べ
き
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

更
に
こ
れ
か
ら
な
お
墓
側
に
は
べ
る
者
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

子
路
、

顔
回
亡
き
あ
と
、

そ
れ
は
子
責
で
あ
り
、
し
か
も
子
貢

一
人
で
あ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
ま
し
た
。

子
路
、

顔
回
の
名
を
挙
げ
ま
し
た
が
、
―
―
兄
弟
子
た
ち
の
名
が
現
実

も
消
え
る
こ
と
な
く
、
２
あ
な
た
さ
ま
方
の
お
耳
に
入
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
、

何
と
も
言
え
ず
う
れ
し
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

子
路
は
六
十

三
歳
で
、

顔
回
に
い
た
っ
て
は
四
十

一
歳
の
若
さ
で
、

共
に
師
に
同
ＩＡＩ
□

立
っ
て
お
り
ま
す
。

私
で
ご
ざ
い
ま
す
か
、

私
は
顔
回
よ
り
五
歳
年
下
で
あ
り
ま
す
が
、

い

つ
か
顔
回
よ
り
二
十
年
、

子
路
よ
り
八
年
と
い
う
歳
月
を
長
く
生
き
て
し

ま
い
、

今
や
七
十
三
歳
で
亡
く
な
ら
れ
た
師

・
孔
子
の
没
年
に
さ
え
近
付

こ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。

同
ＩＢＩ
ＩＩ
郡
を
重
ね
る
と
い
う
の
は
こ
の
こ
と
で
、

ま
こ
と
に
お
恥
ず
か
し
い
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

が
、

こ
れ
も
天
の
ｂ
然

後
の
問
い
に
答
え
よ
。

（千
葉
大
）

解
答

・
解
説
↓
別
冊
４３
ぺ
‐
ジ

ら
し
む
る
と
こ
ろ
、

与
え
ら
れ
た
生
を
私
は
私
な
り
に
、

思
い
ｃ
邪
な
く

生
き
て
行
こ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

ご
覧
の
通
り
、

今
は
同
ｌｃｌ
ｌｌ
再
ま
が
い
の
日
々
、

わ
ず
か
な
田
畑
を
耕

し
、

な
る
べ
く
世
の
汚
れ
に
染
ま
ら
ぬ
よ
う
に
と
、

た
だ
そ
れ
だ
け
を
心

掛
け
て
、

そ
の
日
そ
の
日
を
自
分
本
位
に
送
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、

お
心
の
ひ
ろ
い
子
は
お
ｄ
咎
め
に
は
な
ら
ぬ
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

お
前
は

そ
れ
で
い
い
、

そ
う
い
う
子
の
お
声
が
聞
こ
え
て
参
り
ま
す
。

大
体
、

子

も
本
当
は
現
在
の
私
が
送
り
迎
え
し
て
い
る
よ
う
な
毎
日
を
お
持
ち
に
な

り
た
か
っ
た
、

お
持
ち
に
な
り
た
く
て
た
ま
ら
な
か
っ
た
／
　
私
に
は
、

私
だ
け
に
は
、

そ
う
し
た
子
の
お
心
の
内
が
よ
く
わ
か
っ
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
、

子
は
そ
う
な
さ
ら
な
か
っ
た
。

な
さ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。

い
つ
も
こ
の
奈
れ
に
茶
れ
た
世
が
少
し
で
も
よ
く
な
る
よ
う
に
と
、

一
人
で
も
不
幸
な
人
が
な
く
な
る
よ
う
に
と
、
日
夜
、

そ
の
こ
と
に
頭
を

お
悩
ま
し
に
な
り
、

そ
の
考
え
を
人
に
お
説
き
に
な
っ
て
い
ら
し
っ
た
。

″
こ
の
素
れ
に
茶
れ
た
世
か
ら
眼
を
ほ
か
に
ｅ
逸
ら
せ
て
は
い
け
な
い
。

ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、

人
間
が
生
き
ひ
し
め
い
て
い
る
こ
の
現
世
か

ら
足
を
外
し
て
は
い
け
な
い
。

そ
う
で
は
な
い
か
、

こ
の
人
と
い
う
名
で

呼
ば
れ
て
い
る
ｆ
輩
と
共
に
生
き
る
の
で
な
く
て
、

他
の
何
も
の
と
共
に

生
き
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
か
。

（　
　
）
、

鳥
獣
の
群
れ
に
入
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
だ
″。
―
―
ど
こ
か

一
点
、
３
さ
か
下
妥
呑
？
“
“
こ
ろ
の
あ
る

子
の
お
声
が
聞
こ
え
て
参
り
ま
す
。
自
分
自
身
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
子
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の
お
声
で
あ
り
ま
す
。

で
も
、

子
は
ご
自
分
に
同
ＩＤＩ
□
し
て
い
る
も
の
を
、

弟
子
の
仲
間
に
も

入
れ
ぬ
よ
う
な
私
な
ど
に
は
お
求
め
に
な
ら
ず
、

ひ
ど
く
寛
大
な
と
こ
ろ

が
お
あ
り
で
し
た
。

山
に
入
り
た
け
れ
ば
山
に
入
り
な
さ
い
。

そ
れ
が
い

い
。

そ
し
て
自
分
を
汚
さ
な
い
で
生
き
な
さ
い
。

そ
れ
が
い
い
。
こ
の
山

に
入
っ
て
か
ら
、

何
度
、

寛
大
な
優
し
い
子
の
お
声
を
耳
に
し
た
こ
と
で

あ
り
ま
し
ょ
う
。

一
年
ず
つ
記
せ
。

と
も
あ
れ
　
　
　
ホ
　
ち
な
み
に

し
て
、

十
五
字
以
内

（句
読
点
を
含
む
）
で
記
せ
。

で
あ
ろ
う
か
。

本
文
の
趣
旨
に
そ
っ
て
八
十
年

（句
読
点
を
含
む
）
で

問 間   問 間 問
記 五 四 イ 三 二 一

せ°
傍 傍 あ

⌒
空 傍

線 線 な v 欄 線
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ス
次
の
文
章
を
読
ん
で
、

後
の
問
い
に
答
え
よ
。

（明
治
学
院
大
・
文
・
法
）

王
は
や
お
ら
車
か
ら
降
り
て
蘇
武
の
ま
え
に
立
っ
た
。

こ
こ
に
ま
た
過

ぎ
去
っ
た
十
幾
年
が
１
別
の
立
派
な
姿
を
し
て
現
れ
た
。
し
か
し
ど
こ
か

に
影
を
失
っ
た
２
川
引
剰
「…
・‥
。

や
や
蒼
ざ
め
た
羊
飼
い
の
大
き
く
見
は

っ
た
日
と
さ
っ
と
赤
く
な
っ
た
王
の
細
く
若
若
し
い
日
と
が
出
あ
っ
た
。

そ
し
て
そ
の
利
那
王
の
目
が
た
じ
ろ
ぐ
よ
う
に
羊
飼
い
の
長
く
垂
れ
た
装

の
あ
た
り

へ
と
そ
れ
た
。

そ
の
あ
い
だ
に
囚
わ
れ
人
が
王
に
す
べ
き
よ
う

に
、

羊
飼
い
が
貴
人
に
す
べ
き
よ
う
に
、

蘇
武
は
礼
を
つ
く
し
て
李
陵
を

小
屋

へ
招
じ
入
れ
た
。

目
従
の
軽
騎
た
ち
は
下
馬
す
る
や
い
な
や
す
ぐ
に

適
当
な
場
所
を
み
つ
け
て
い
く
つ
か
の
毛
織
の
天
幕
を
張
る
こ
と
を
急
い

だ
。

二
人
は
う
す
暗
い
小
屋
の
な
か
で
人
目
の
な
い
の
を
見
る
や
い
き
な

り
ひ
し
と
抱
き
あ
っ
て
泣
い
た
。

昔
の
感
情
が
湧
い
て
や
ま
な
い
の
で
あ

っ
た
。

彼
ら
が
人
目
を
し
の
ん
で
そ
う
し
て
い
る
の
を
誰
も
外
で
気
の
つ

く
者
は
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
そ
の
と
き
ま
で
も
自
分
た
ち
の
命
を
気
づ

か
り

か
い
ぶ
る
ぶ
る
も
の
で
部
屋
の
隅
に
ち
ぢ
こ
ま
っ
て
た
３
雁
た
ち
が
奇
異

の
思

い
を
し
な
が
ら

こ
の
光
景
を
眺
め
た
。

そ
し

て
４
調
珊
劇
割
劉
留
囲
州

き
も
あ
き
ぬ
浮
寝
の
床
の
ひ
と
つ
話
に
し
た
。

そ
の
と
き
目
従
の
一
人
が
天
幕
の
用
意
が
で
き
た
と
知
ら
せ
て
き
た
。

そ
し
て
蘇
武
の
た
め
に
新
し
い
衣
装
が
届
け
ら
れ
た
。

李
陵
が
外
で
待
っ

て
る
あ
い
だ
に
蘇
武
は
猛
校
を
新
衣
と
き
か
え
、
５
劇
釧
だ
け
は
い
つ
も

の
と
お
り
身
を
は
な
さ
ず
に
持
っ
て
出
た
。

彼
が
小
屋
の
戸
を
し
め
か
け

た
と
き
に
忘
れ
ら
れ
た
雁
た
ち
は
思
わ
ず
声
を
出
し
て
蘇
武
の
注
意
を
う

解
答

・
解
説
↓
別
冊
４４
ぺ
‐
ジ

な
が
し
た
。

今
お
い
て
ゆ
か
れ
て
尾
従
の
連
中
に
で
も
見
つ
か
っ
た
ら

６
た
ま
る
も
の
で
は
な
い
。

蘇
武
は
気
が
つ
い
た
。

で
、

彼
ら
を
呼
び
出

し
て
李
陵
に
ひ
き
あ
わ
せ
、

手
短
に

一
部
始
終
を
話
し
て
き
か
せ
た
。

李

陵
は
古
い
友
の
救
い
主
を
嬉
し
く
思
っ
て
い
っ
た
。

「そ
う
か
。

で
か
し
お
っ
た
な
。

そ
れ
で
は
お
供
を
し
て
こ
い
。

褒
美
を

と
ら
せ
る
ぞ
」

「
ク
ワ
ー
ッ
」

彼
ら
が
天
幕
の
ほ
う

へ
歩
き
出
し
た
と
き
に
先
に
立
っ
た
王
の
宝
剣
よ

り
も
羊
飼
い
の
朽
ち
た
杖
の
ほ
う
が
光
っ
て
み
え
た
。

そ
う
し
て
句
奴
の

目
従
よ
り
も
雁
の
供
ま
わ
り
の
ほ
う
が
り
り
し
く
み
え
た
と
い
う
の
が
羽

根
の
あ
る
種
族
の
古
い
主
張
な
の
で
あ
る
。

王
の
大
天
幕
に
は
暖
か
い
火
と
、

明
る
い
燭
と
、

甘
い
酒
と
、

い
ろ
い

ろ
な
珍
味
と
が
あ
っ
た
。

そ
し
て
命
に
応
じ
て
胡
人
た
ち
が
聴
き
な
れ
ぬ

楽
を
奏
し
、歌

い
か
つ
踊
っ
た
。

蘇
武
は
柔
ら
か
い
菌
に
坐
っ
て
絶
え
て
久

し
い
酒
に
酔
っ
た
。

雁
た
ち
は
滋
味
の
あ
る
穀
物
で
腹
を
ふ
く
ら
せ
た
。

や
や
あ
っ
て
李
陵
は
皆
を
し
り
ぞ
け
、

蘇
武
に
む
か
い
言
葉
を
あ
ら
た

め
て
い
っ
た
。

「単
子
は
私
が
足
下
と
も
と
親
交
の
あ
っ
た
こ
と
を
き
い
て
足
下
を
説

得
さ
せ
る
た
め
に
は
る
ば
る
こ
こ
へ
来
さ
せ
た
の
だ
。

足
下
が
こ
う
し
て

い
く
ら
待
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
到
底
漢

へ
帰
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

か
よ

う
な
人
も
住
ま
ぬ
処
で
徒
に
苦
し
ん
で
お
っ
て
も
信
義
の
あ
ら
わ
れ
る
気
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づ
か
い
は
な
い
。

足
下
の
兄
弟
二
人
は
７
割
ぼ
坐
し
て
自
殺
し
て
し
も
う

た
。

太
夫
人
も
と
う
に
な
く
な
ら
れ
、

夫
人
も
再
嫁
さ
れ
た
と
の
こ
と
じ

ゃ
。

そ
の
ほ
か
の
人
た
ち
も
十
幾
年
も
た
っ
た
今
と
な
っ
て
は
生
死
の
ほ

ど
も
わ
か
り
は
せ
ん
。

人
生
朝
露
の
ご
と
し
と
い
う
で
は
な
い
か
。

私
も

降
服
し
た
当
座
は
８
測
ぼ
負
い
た
こ
と
に
胸
を
痛
め
て
狂
気
の
よ
う
な
有

様
じ
ゃ
っ
た
。

私
も
足
下
も
そ
こ
に
は
か
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
。

か
つ

９
陛
下
が
ｌｏ
春
秋
高
く
、

法
令
常
な
く
、

大
臣
の
罪
な
く
し
て
減
さ
れ
る

者
数
十
家
、

安
き
心
も
な
い
有
様
だ
と
い
う
。

足
下
は
そ
ん
な
と
こ
ろ
ヘ

帰
っ
て
ど
う
し
よ
う
と
い
う
の
か
」

蘇
武
が
答
え
た
。

「私
ど
も
父
子
は
さ
し
た
る
手
柄
も
徳
も
な
く
て
陛
下
の
お
と
り
た
て

に
あ
ず
か
り
高
位
高
官
を
賜
わ
っ
て
お
側
近
く
召
し
使
わ
れ
た
。

身
を
殺

し
て
御
奉
公
を
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
本
望
で
あ
る
。

臣
の
君
に
事
え
る

の
は
子
が
父
に
事
え
る
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。

子
は
父
の
た
め
に
死
ん
で

も
恨
む
と
こ
ろ
は
な
い
。

私

一
身
の
た
め
に
御
心
配
く
だ
さ
る
御
芳
志
は

ま
こ
と
に
一た用
ない

が
ど
う
ぞ
も
う
そ
の
こ
と
は
二
度
と
い
う
て
く
だ
さ

る
な
」

李
陵
は
そ
の
う
え
い
う
べ
き
言
葉
も
な
く
て
口
を
と
じ
た
。

お
り
お
り
夜
風
が
吹
き
は
た
め
か
す
天
幕
の
な
か
に
二
人
は
さ
し
向
か

い
で
し
き
り
に
葡
萄
の
酒
の
盃
を
と
り
か
わ
し
た
、
「
夷
狭
の
王
服
を
ま

が
い

翻

劇

樹

劉

鋼

引

刊

劇

倒

引

劉

剰

到

刻

封

盟

別

割

磐

可

酔
い
の
ま
わ
る
に
し
た
が
っ
て
は
じ
め
に
な
に
が
な
し
苦
し
く
辛
く
隔
て

ら
れ
た
二
人
は
ゆ
ら
め
化
廊
姫
と
と
も
に
う
ご
く
二
つ
の
同
１１２‐
‐‐
一が
似
か

よ
う
よ
う
に
だ
ん
だ
ん
昔
の
友
人
に
な
っ
て
き
た
。

蘇
武
は
い
つ
も
の
蘇

武
と
は
う

っ
て
か
わ
っ
て
元
気
よ
く
顔
を
ほ
て
ら
し
な
が
ら
、
し
か
し
声

を
落
と
し
て
き
い
た
。

「足
下
の
武
勇
を
も
ち
な
が
ら
敗
戦
し
て
捕
ら
え
ら
れ
る
な
ぞ
と
は
私

に
は
ど
う
し
て
も
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。

天
運
か
。

地
の
利
か
。

戦
い
の

模
様
を
委
し
く
話
し
て
ほ
し
い
」

李
陵
の
顔
に
は
あ
り
あ
り
と
苦
悩
の
色
が
み
え
た
。
し
か
し
こ
れ
は
昔

の
友
人
に
対
し
て
こ
よ
な
い
弁
明
の
機
会
で
あ
っ
た
。

で
、

彼
は
感
慨
深

く
そ
の
当
時
を
思
い
出
し
な
が
ら
や
や
か
ん
高
い
声
で
歯
切
れ
よ
く
語
り

出
し
た
。

（中
勘
助

「雁
の
話
し

問

一　

本
文
は
主
要
な
登
場
者
三
者

か
ら
な

っ
て

い
る
。

そ

の
名
を
次

の
文

の
空
欄
Ａ
～
Ｂ
に
そ
れ
ぞ
れ
三
年
以
内

で
本
文
中
よ
り
選
ん
で
、

そ
れ
を

記

せ
。

右
は
北
海

の
ほ
と
り

の
同
ＩＡＩ
日
万

小
合
旦
‐‐
ＩＢＩ
□

が
訪
れ
た
折
り

の
こ
と
を
、

二
人

の
旧
友

の
再
会

の
場

に
終
始
立
ち
合

っ
て
そ

の
模
様
を
見
聞

し
て

い
た
同
ｌｃｌ
□

が
、
―
―

厳
密

に
は
そ

の
数
千
年
後

に
そ

の
子
孫

が
、

と

い
う

こ
と
な

の
だ
が
―
―
語
り
手
と
な

っ
て
物
語

る
と

い
う
形

で
書

か

れ
た
小
説

の

一
節

で
あ
る
。
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間
二
　
傍
線
部
１

「別
の
立
派
な
姿
」
と
は
、

ω
　
誰
の
姿
か
。

ω
　
そ
れ
は
誰
と
く
ら
べ
ら
れ
た
上
で
の

「別
の
」
姿
か
。

そ
れ
ぞ
れ
本
文
中
の
人
名
で
答
え
よ
。

間
三
　
傍
線
部
２

「よ
う
な
」
と
あ
っ
て
、

そ
の
あ
と
が
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、

何
が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
か
。　

一
年
の
語
を
本
文
中
か
ら
選
ん
で
記

せ
。

問
四
　
傍
線
部
３

「雁
た
ち
」
を
比
喩
的
に
指
す
も
う

一
つ
の
表
現
を
、

本
文
中
よ
り
七
年
以
内
で
書
き
抜
け
。

問
五
　
傍
線
部
４
を
、

五
年
以
内
で
言
い
換
え
よ
。

問
六
　
傍
線
部
５

「漢
節
」
が
本
文
後
段
で
別
の
呼
び
方
を
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
語
を
本
文
中
か
ら
七
字
以
内
で
書
き
抜
け
。

問
七
　
傍
線
部
６

「
た
ま
る
も
の
で
は
な
い
」
は
、

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
り
か
ね
な
い
か
ら

「
た
ま
る
も
の
で
は
な
い
」
の
か
。

十
宇

以
内
で
記
せ
。

問
八
　
傍
線
部
７

「事
」
と
は
何
を
指
す
か
、

最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

イ
　
他
の
事
件

口
　
疑
獄

ハ
　
李
陵
の
敗
戦

”一　
蘇
武
の
敗
戦

ホ
　
ニ
人
の
敗
戦

間
九
　
傍
線
部
８

「漢
」
と
傍
線
部
９

「陛
下
」
は
そ
れ
ぞ
れ
、

本
文
に
お
い
て
別
の
語
と
対
置
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
そ
れ
ぞ
れ
二
年
以
内
の
語
を
本

文
中
よ
り
抜
き
出
せ
。

問
十
　
傍
線
部
１０

「春
秋
高
く
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
。

最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

イ
　
情
緒
不
安
定

回
　
老
齢

ハ
　
好
色



93 中勘助「雁の話」

〓一　
高
慢

ホ
　
狡
猾

問
十

一　
傍
線
部
門
に
つ
い
て
説
明
す
る
次
の
文
中
の
二
つ
の
空
欄
Ｄ
に
入
る
同

一
の
二
年
の
語
を
、

本
文
中
か
ら
選
ん
で
入
れ
よ
。

一
人
が

「心
の
追
放
者
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
彼
が
同
ＩＤＩ
ＩＩ
丁
て
以
来
の
心
の
持
ち
方
を
表
し
、
も
う
一
人
が

「形
骸
の
追
放
者
」

が
同
ＩＤＩ
□
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
来
る
辛
苦
の
年
月
に
原
因
す
る
。

問
十
二
　
空
欄
１２
に
適
当
な
語
を
入
れ
よ
。

で
あ
る
の
は
彼
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一圏
卿
四
　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、

後
の
問
い
に
答
え
よ
。

（東
北
学
院
大
・
文
）

私
は

一
度
河
鹿
を
よ
く
見
て
や
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
。

河
鹿
を
見
よ
う
と
思
え
ば
ま
ず
大
胆
に
河
鹿
の
鳴
い
て
い
る
瀬
の
き
わ

ま
で
進
ん
で
ゆ
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

こ
れ
は
そ
ろ
そ
ろ
近
寄
っ
て
行

っ
て
も
河
鹿
の
隠
れ
て
し
ま
う
の
は
同
じ
だ
か
ら
な
る
べ
く
神
速
に
行
う

の
が
い
い
の
で
あ
る
。

瀬
の
き
わ
ま
で
行
っ
て
し
ま
え
ば
今
度
は
身
を
ひ

そ
め
て
じ
っ
と
し
て
し
ま
う
。

「俺
は
石
だ
ぞ
。

俺
は
石
だ
ぞ
」
と
念
じ
て

い
る
よ
う
な
気
持
ち
で
少
し
も
動
か
な
い
の
で
あ
る
。

た
だ
眼
だ
け
は
ら

ん
ら
ん
と
さ
せ
て
い
る
。

ぼ
ん
や
り
し
て
い
れ
ば
河
鹿
は
渓
の
石
と
見
わ

け
に
く
い
色
を
し
て
い
る
か
ら
何
も
１
川
劇
引
劇
こ―
劇
，こ―
引

つ―
召
ｕ
封
洲

の
で
あ
る
。

や
っ
と
し
ば
ら
く
す
る
と
水
の
中
や
ら
石
の
蔭
か
ら
河
鹿
が

そ
ろ
そ
ろ
と
首
を
も
た
げ
は
じ
め
る
。

気
を
つ
け
て
見
て
い
る
と
実
に
い

ろ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
―
―
そ
れ
が
皆
申
し
合
わ
せ
た
よ
う
に
同
じ
く
ら
い

ず
つ
―
―
恐
る
恐
る
顔
を
出
す
の
で
あ
る
。

す
で
に
私
は
石
で
あ
る
。

彼

ら
は
等
し
く
恐
怖
を
や
り
す
ご
し
た
体
で
元
の
所

へ
あ
が
っ
て
来
る
。

今

度
は
私
の
一
望
の
下
に
余
儀
な
い
と
こ
ろ
で
中
断
さ
れ
て
い
た
彼
ら
の
求

愛
が
●居
ｑ
●
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
ん
な
ふ
う
に
し
て
間
近
に
河
鹿
を
な
が
め
て
い
る
と
、
と
き
ど
き
不

思
議
な
気
持
ち
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。

同
ＩＡＩ
日
は
人
間
が
殴
部
所
世
界
ヘ

行
く
小
説
を
書
い
た
が
、

河
鹿
の
世
界
と
い
う
も
の
は
案
外
手
近
に
あ
る

も
の
だ
。

私
は

一
度
私
の
眼
の
下
に
い
た

一
匹
の
河
鹿
か
ら
忽
然
と
し
て

そ
ん
な
世
界
へ
は
い
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
河
鹿
は
瀬
の
石
と
石
と
の
問

解
答

・
解
説
↓
別
冊
４６
ぺ
‐
ジ

に
で
き
た
小
さ
い
流
れ
の
前

へ
立
っ
て
、

あ
の
奇
怪
な
顔
つ
き
で
じ
っ
と

水
の
流
れ
る
の
を
見
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
姿
が
南
画
の
河
童
と
も

漁
師
と
も
つ
か
ぬ
２
点
景
人
物
そ
っ
く
り
に
な
っ
て
き
た
、
と
思
う
間
に

彼
の
前
の
小
さ
な
流
れ
が
サ
ー
ッ
と
広
々
と
し
た
３
測
口に

変
じ
て
し
ま
っ

た
。
そ
の
瞬
間
私
も
ま
た
そ
の
４
対
則
の‐
刺
翻
利
利
こ―
引
刻
劇
瑚
刺
の
で

あ

る

。
こ
れ
は
た
だ
こ
れ
だ
け
の
話
に
す
ぎ
な
い
。

だ
が
、

こ
ん
な
時
こ
う
私

は
最
上
日
‐Ｂ‐
□
な
状
態
で
河
鹿
を
な
が
め
て
い
た
と
言
い
得
る
の
か
も
し

れ
な
い
。

そ
れ
よ
り
前
私
は
一
度
こ
ん
な
経
験
を
し
て
い
た
。

私
は
渓
へ
行
っ
て
鳴
く
河
鹿
を

一
匹
つ
か
ま
え
て
来
た
。

桶
へ
入
れ
て

観
察
し
よ
う
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。

桶
は
浴
場
の
桶
だ
っ
た
。

渓
の
石
を

入
れ
て
水
を
た
た
え
、

ガ
ラ
ス
で
蓋
を
し
て
座
敷
の
な
か
へ
持
っ
て
は
い

っ
た
。
と
こ
ろ
が
河
鹿
は
ど
う
し
て
も
自
然
な
状
態
に
な
ろ
う
と
し
な
い
。

蠅
を
入
れ
て
も
蠅
は
水
の
上
へ
落
ち
て
し
ま
っ
た
な
り
河
鹿
と
は
別
の
生

活
を
し
て
い
る
。

私
は
退
屈
し
て
湯
に
出
か
け
た
。

そ
し
て
忘
れ
た
時
分

に
な
っ
て
座
敷
へ
帰
っ
て
来
る
と
、

チ
ャ
ブ
ン
と
い
う
音
が
桶
の
な
か
で

し
た
。

な
る
ほ
ど
と
思
っ
て
早
速
桶
の
傍
へ
行
っ
て
見
る
と
、

や
は
り
先

ほ
ど
の
と
お
り
隠
れ
て
し
ま
っ
た
き
り
で
出
て
来
な
い
。

今
度
は
散
歩
に

出
か
け
る
。

帰
っ
て
来
る
と
、

ま
た
チ
ャ
ブ
ン
と
い
う
音
が
す
る
。

あ
と

は
や
は
り
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
晩
は
、

傍
へ
置
い
た
ま
ま
、

私
は
私

で
読
書
を
は
じ
め
た
。

忘
れ
て
し
ま
っ
て
身
体
を
動
か
す
と
ま
た
跳
び
込
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ん
だ
。

最
も
自
然
な
状
態
で
本
を
読
ん
で
い
る
と
こ
ろ
を
見
ら
れ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

翌
日
、

結
局
彼
は

「あ
わ
て
て
跳
び
込
む
」
と
い
う
こ

と
を
私
に
教
え
た
だ
け
で
、

身
体
へ
部
屋
中
の
ほ
こ
り
を
つ
け
て
、

私
が

明
け
て
や
っ
た
障
子
か
ら
渓
の
水
音
の
す
る
方
へ
跳
ん
で
行
っ
て
し
ま
っ

た
。
―
―
こ
れ
以
後
私
は
二
度
と
５
こ
の
方
法
を
繰
り
返
さ
な
か
っ
た
。

彼
ら
を
自
然
に
な
が
め
る
に
は
や
は
り
渓

へ
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

（梶
井
基
次
郎

「交
尾
し

問

一　
空
欄
Ａ
に
入
る
人
名
を
次
か
ら
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

イ
　
梶
井
基
次
郎
　
　
　
回
　
芥
川
龍
之
介

ハ
　
夏
目
漱
石
　
　
　
一一　
井
伏
鱒
ニ
　
　
　
ホ
　
山
本
有
三

間
二
　
傍
線
部
１
に
つ
い
て
、

働

「何
」
が
０

「何
」
を
見
よ
う
と
し
て
も

「見
え
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
」
の
か
。

間
三
　
傍
線
部
２

「点
景
人
物
」
の
意
味
と
し
て
次
の
う
ち
ど
れ
が
最
も
適
当
か
。

記
号
で
答
え
よ
。

イ
　
点
描
画
の
よ
う
な
人
物
像

回
　
風
景
画
の
中
に
添
え
ら
れ
た
人
物

ハ
　
そ
れ
ぞ
れ
の
景
色
を
つ
な
ぐ
人
物

”一　
画
の
中
心
点
を
占
め
る
人
物

ホ
　
背
景
と
溶
け
あ
っ
て
定
か
で
な
い
人
物

問
四
　
傍
線
部
３

「江
」
と
は
何
か
。

次
の
中
か
ら
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

イ
　
入
り
江
　
　
　
田
　
大
河
　
　
　
ハ
　
海

一一　
渓
　
　
　
ホ
　
湖

問
五
　
傍
線
部
４

「天
地
の
孤
客
た
る
こ
と
を
感
じ
た
」
と
は
ど
の
よ
う
な
心
情
で
あ
る
の
か
。

次
の
う
ち
か
ら
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

イ
　
こ
の
世
界
で
ひ
と
り
孤
高
の
境
地
に
い
る
よ
う
な
超
然
と
し
た
気
持
ち
。

日
　
自
分
は
居
場
所
の
な
い
招
か
れ
ざ
る
客
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
孤
独
感
。

ハ
　
こ
の
世
界
に
何

一
つ
頼
る
も
の
を
持
た
な
い
孤
児
の
よ
う
な
頼
り
な
さ
。

二
　
し
ょ
せ
ん
河
鹿
と
は
別
々
の
天
地
に
存
在
す
る
し
か
な
い
と
い
う
寂
し
さ
。
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ホ
　
自
分
の
生
命
を
、

悠
々
の
天
地
を
ひ
と
り
旅
す
る
者
と
捉
え
た
感
慨
。

問
六
　
空
欄
Ｂ
に
入
る
べ
き
語
を
書
け
。

問
七
　
傍
線
部
５
で
、

働

「
こ
の
方
法
」
と
は
ど
ん
な
方
法
か
十
字
以
内
で
、

方
法
か
二
十
年
以
内
で
、

そ
れ
ぞ
れ
本
文
中
の
表
現
を
用
い
て
答
え
よ
。

ま
た
、

０

「
こ
の
方
法
」
を
や
め
て

「私
」
が
と
っ
た
の
は
ど
う
で
ワ
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次
の
文
章
は
森
日
外
作

『阿
部

一
族
』
の

一
節
で
、

細
川
忠
利
の
近
習
役
内
藤
長
十
郎
が
、

主
君
の
死
に
殉
じ
て
切
腹
す
る
直
前
の
様
手
を

描
い
た
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、

後
の
問
い
に
答
え
よ
。

（広
島
大
上
剛
期
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
解
答

・
解
説
↓
別
冊
４７
ぺ
‐
ジ

四
月
十
七
日
の
朝
、

長
十
郎
は
衣
服
を
改
め
て
母
の
前
に
出
て
、

始
め
　
　
　
し
ば
ら
く
し
て
長
十
郎
が
母
に
言
っ
た
。

「よ
い
心
持
ち
に
酔
い
ま
し

て
殉
死
の
事
を
明
か
し
て
暇
乞
を
し
た
。

母
は
少
し
も
驚
か
な
か
っ
た
。　

　
た
。

先
日
か
ら
か
れ
こ
れ
と
心
づ
か
い
を
い
た
し
ま
し
た
せ
い
か
、

い
つ

そ
れ
は
互
い
に
口
に
出
し
て
は
言
わ
ぬ
が
、
き
ょ
う
は
件
が
切
腹
す
る
日
　
　
も
よ
り
酒
が
き
い
た
よ
う
で
ご
ざ
り
ま
す
。

御
免
を
こ
う
む
っ
て
ち
ょ
っ

だ
と
、

母
も
と
う
か
ら
思
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ａ
も
し
切
腹
し
な
い
　
　
と

一
休
み
い
た
し
ま
し
ょ
う
。」

潮
ｄ
胡
剖

っ―
刺
引
刊

団
劇
剖
斜
割
州
刺
剖
劇
幻
射
引
洲
ば　

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
言
っ
て
長
十
郎
は
立
っ
て
居
間
に
は
い
っ
た
が
、

す
ぐ
に
部へ
屋ゃ
の

母
は
ま
だ
も
ら
っ
た
ば
か
り
の
よ
め
が
勝
手
に
い
た
の
を
そ
の
席
へ
呼
　
　
ま
ん
中
に
こ
ろ
が
っ
て
、

い
び
き
を
か
き
だ
し
た
。

女
房
が
あ
と
か
ら
そ

ん
で
た
だ
し
た
く
が
で
き
た
か
と
問
う
た
。
よ
め
は
す
ぐ
に
立
っ
て
、

勝
　
　
っ
と
は
い
っ
て
枕
を
出
し
て
当
て
さ
せ
た
時
、

長
十
郎
は

「う
う
ん
」
と

手
か
ら
か
ね
て
用
意
し
て
あ
っ
た
＊
杯
盤
を
自
身
に
運
ん
で
出
た
。
よ
め
　
　

つヽ
な
っ
て
寝
返
り
を
し
た
だ
け
で
、

ま
た
い
び
き
を
か
き
続
け
て
い
る
。

も
母
と
同
じ
よ
う
に
、

夫
が
き
ょ
う
切
腹
す
る
と
い
う
こ
と
は
と
う
か
ら
　
　
女
房
は
じ
っ
と
夫
の
顔
を
見
て
い
た
が
、

た
ち
ま
ち
あ
わ
て
た
よ
う
に
立

知
っ
て
い
た
。
ｂ
詔
引
劉
馴
掛
掛
馴
劉
翻
刊
四
『
川
判
比
郊
ｑ
封
翻
糾
利
，こ―
　
　
っ
て
部
屋
へ
行
っ
た
。
ｄ
潮
劇
召
潤
刑
副
測
矧
劉
馴
目
州
劉
封
制
御

着
換
え
て
い
る
。

母
も
よ
め
も
改
ま
っ
た
、

ま
じ
め
な
顔
を
し
て
い
る
の
　
　
　
家
は
ひ
っ
そ
り
と
し
て
い
る
。

ち
ょ
う
ど
主
人
の
決
心
を
母
と
妻
と
が

は
同
じ
事
で
あ
る
が
、

た
だ
よ
め
の
目
の
縁
が
赤
く
な
っ
て
い
る
の
で
、

　
　
言
わ
ず
に
知
っ
て
い
た
よ
う
に
、

家
来
も
女
中
も
知
っ
て
い
た
の
で
、

勝

勝
手
に
い
た
時
泣
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

杯
盤
が
出
る
と
、

長
十
郎
は
弟
　
　
手
か
ら
も
厩
の
ほ
う
か
ら
も
笑
い
声
な
ぞ
は
聞
こ
え
な
い
。

左
平
次
を
呼
ん
だ
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
母
は
母
の
部
屋
に
、

よ
め
は
よ
め
の
部
屋
に
、

弟
は
弟
の
部
屋
に
、
じ

四
人
は
黙
っ
て
杯
を
取
り
か
わ
し
た
。

杯
が
一
順
し
た
時
母
が
言
っ
た
。　
　
っ
と
物
を
思
っ
て
い
る
。

主
人
は
居
間
で
い
び
き
を
か
い
て
寝
て
い
る
。

「
ｃ
劇
判
剤
剰
川
翻
剰
劉
馴
割
倒
判
明
判
劇
糾
留
判
剖
桝
Ｈ
ｑ
倒
洲
ｕ
判
　
　
あ
け
放
っ
て
あ
る
居
間
の
窓
に
は
、

下
に
風
鈴
を
つ
け
た
つ
比
縦
が

つ
つ

な
。」　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
あ
る
。

そ
の
風
鈴
が
お
り
お
り
思
い
出
し
た
よ
う
に
か
す
か
に
鳴
る
。

「
ほ
ん
に
そ
う
で
ご
ざ
り
ま
す
る
な
」
と
言
っ
て
、

長
十
郎
は
微
笑
を
含
　
　
そ
の
下
に
は
丈
の
高
い
石
の
頂
を
掘
り
く
ぼ
め
た
手
水
鉢
が
あ
る
。

そ
の

ん
で
、

こ
こ
ち
よ
げ
に
杯
を
重
ね
た
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
に
伏
せ
て
あ
る
捲
物
の
柄
杓
に
、

や
ん
ま
が
一
匹
止
ま
っ
て
、

羽
を
山
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形
に
た
れ
て
動
か
ず
に
い
る
。

一
時
た
つ
。

二
時
た
つ
。
も
う
年
を
過
ぎ
た
。

食
事
の
し
た
く
は
女
中

に
言
い
つ
け
て
あ
る
が
、　

姑

が
食
べ
る
と
言
わ
れ
る
か
、
ど
う
だ
か
わ

か
ら
ぬ
と
思
っ
て
、

よ
め
は
聞
き
に
ゆ
こ
う
と
思
い
な
が
ら
た
め
ら
っ
て

い
た
。
も
し
自
分
だ
け
が
食
事
の
事
な
ぞ
を
思
う
よ
う
に
取
ら
れ
は
す
ま

い
か
と
た
め
ら
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
時
か
ね
て
介

錯
を
頼
ま
れ
て
い
た
関
小
平
次
が
来
た
。

姑
は
よ
め

を
呼
ん
だ
。
よ
め
が
黙
っ
て
手
を
つ
い
て
き
げ
ん
を
伺
っ
て
い
る
と
、

姑

が
言
っ
た
。

「長
十
郎
は
ち
ょ
っ
と

一
休
み
す
る
と
言
う
た
が
、

い
か
い
時
が
た
つ
よ

う
な
。

ち
ょ
う
ど
関
殿
も
来
ら
れ
た
。
も
う
起
こ
し
て
や
っ
て
は
ど
う
じ

ゃ
ろ
う
の
。

」

「
ほ
ん
に
そ
う
で
ご
ざ
り
ま
す
。

あ
ま
り
お
そ
く
な
り
ま
せ
ん
ほ
う
が
。

」

よ
め
は
こ
う
言
っ
て
、

す
ぐ
に
立
っ
て
夫
を
起
こ
し
に
行
っ
た
。

夫
の
居
間
に
来
た
女
一房
は
、

先
に
枕
を
さ
せ
た
時
と
同
じ
よ
う
に
、

ま

た
じ
っ
と
夫
の
顔
を
見
て
い
た
。

死
な
せ
に
起
こ
す
の
だ
と
思
う
の
で
、

し
ば
ら
く
は
こ
と
ば
を
か
け
か
ね
て
い
た
の
で
あ
る
。

熟
睡
し
て
い
て
も
、

庭
か
ら
さ
す
昼
の
明
か
り
が
ま
ば
ゆ
か
っ
た
と
見

え
て
、

夫
は
窓
の
ほ
う
を
背
に
し
て
、

顔
を
こ
っ
ち
へ
向
け
て
い
る
。

「も
し
、

あ
な
た
」
と
女
房
は
呼
ん
だ
。

長
十
郎
は
目
を
さ
ま
さ
な
い
。

女
房
が
す
り
寄
っ
て
、

そ
び
え
て
い
る
一月
に
手
を
掛
け
る
と
、

長
十
郎

は

「あ
、

あ
あ
」
と
言
っ
て
腎
を
伸
ば
し
て
、

両
眼
を
開
い
て
、

む
っ
く

り
起
き
た
。

「
た
い
そ
う
よ
く
お
休
み
に
な
り
ま
し
た
。

お
袋
様
が
あ
ま
り
お
そ
く
な

り
は
せ
ぬ
か
と
お
っ
し
ゃ
り
ま
す
か
ら
、

お
起
こ
し
申
し
ま
し
た
。

そ
れ

に
関
様
が
お
い
で
に
な
り
ま
し
た
。

」

「そ
う
か
。

そ
れ
で
は
年
に
な
っ
た
と
見
え
る
。

少
し
の
間
だ
と
思
っ
た

が
、

酔
っ
た
の
と
疲
れ
が
あ
っ
た
の
と
で
、

時
の
た
つ
の
を
知
ら
ず
に
い

た
。

そ
の
か
わ
り
ひ
ど
く
気
分
が
よ
う
な
っ
た
。

茶
づ
け
で
も
食
べ
て
、

そ
ろ
そ
ろ
東
光
院

へ
ゆ
か
ず
ば
な
る
ま
い
。

お
か
あ
様
に
も
申
し
上
げ
て

く
れ
。

」

武
士
は
い
ざ
と
い
う
時
に
は
飽

食
は
し
な
い
。
し
か
し
ま
た
空
腹
で
大

切
な
事
に
取
り
掛
か
る
こ
と
も
な
い
。

長
十
郎
は
実
際
ち
ょ
っ
と
寝
よ
う

と
思
っ
た
の
だ
が
、

覚
え
ず
気
持
ち
よ
く
寝
過
ご
し
、

年
に
な
っ
た
と
聞

い
た
の
で
、

食
事
を
し
よ
う
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
形
ば
か
り

で
は
あ
る
が
、

二
家
四
人
の
も
の
が
ふ
だ
ん
の
よ
う
に
膳
に
向
か
っ
て
、

年
の
食
事
を
し
た
。

長
十
郎
は
心
静
か
に
し
た
く
を
し
て
、

関
を
運
れ
て
菩
提
所
東
光
院

ヘ

腹
を
切
り
に
行
っ
た
。

ネ
杯
盤
＝
杯
と
皿
鉢
。

宴
席
の
道
具
。

問

一　
傍
線
部
ａ
に

「も
し
切
腹
し
な
い
と
で
も
言
っ
た
ら
、

母
は
さ
ぞ
驚
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
あ
る
。

な
ぜ
母
は
驚
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
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理
由
を
三
十
年
以
内
に
ま
と
め
て
述
べ
よ
。

間
二
　
傍
線
部
ｂ
に

「髪
を
き
れ
い
に
な
で
つ
け
て
、

よ
い
分
の
ふ
だ
ん
着
に
着
換
え
て
い
る
」
と
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
か
ら
そ
う
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

五
十
年
以
内
で
説
明
せ
よ
。

問
三
　
傍
線
部
ｃ
に

「長
十
郎
や
。

お
前
の
好
き
な
酒
じ
ゃ
。

少
し
過
ご
し
て
は
ど
う
じ
ゃ
な
」
と
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、

働
　
こ
の
こ
と
ば
は
、

母
の
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
か
、

説
明
せ
よ
。

０
　
文
章
中
に
見
ら
れ
る
母
の
態
度
を
考
え
合
わ
せ
、

こ
の
言
い
ま
わ
し
の
表
現
上
の
特
色
に
つ
い
て
簡
潔
に
説
明
せ
よ
。

問
四
　
傍
線
部
ｄ
に

「泣
い
て
は
な
ら
ぬ
と
思
っ
た
の
で
あ
る
」
と
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、

働
　
＞」
れ
と
同
じ
文
末
の
形
式
を
持
つ
文
が
こ
れ
以
外
に
三
つ
あ
る
。

そ
れ
ら
を
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
て
書
け
。

０
　
レ」れ
ら
の
四
つ
の
文
は
文
章
上
共
通
し
た
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
役
割
で
あ
る
か
。

簡
潔
に
答
え
よ
。

問
五
　
家
人
と
長
十
郎
の
様
子
が
最
も
対
比
的
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
は
ど
こ
か
。

該
当
す
る
二
文
を
そ
れ
ぞ
れ
末
尾
の
十
年
で
示
せ
。

問
六
　
本
文
中
に
は
特
色
あ
る
情
景
描
写
が
見
ら
れ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、

働
　
こ
の
場
面
に
い
ち
じ
る
し
い
効
果
を
与
え
て
い
る
情
景
描
写
を
二
つ
抜
き
出
し
て
書
け
。

０
　
そ
れ
ら
の
情
景
描
写
は
、

家
人
と
長
十
郎
の
様
子
が
対
比
的
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
部
分
と
呼
応
し
て
、

こ
の
場
面
の
雰
囲
気
を
さ
ら
に
高
め

て
い
る
。

そ
の
雰
囲
気
の
特
色
を
二
十
年
以
内
で
書
け
。

問
七
　
本
文
中
の
長
十
郎
、

母
、

よ
め
の
二
人
に
つ
い
て
、

働
　
一二
人
の
う
ち
、

長
十
郎
と
母
は
、

同
じ
よ
う
な
振
舞
い
を
し
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
点
が
同
じ
よ
う
だ
と
言
え
る
の
か
。

三
十
年
以
内
で
書
け
。

０
　
一二
人
の
う
ち
、

よ
め
の
振
舞
い
に
は
、

他
の
二
人
と
は
違
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
点
で
、

他
の
二
人
と
違
っ
て
い
る
の
か
。

根
拠
を

示
し
て
説
明
せ
よ
。
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申ば
螂
四
　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、

後
の
問
い
に
答
え
よ
。

（京
都
大
上
剛
期
）

蝙
蝠
傘
を
杖
に
日
和
下
駄
を
曳
き
招
り
な
が
ら
市
中
を
歩
む
時
、

私
は

い
つ
も
携
帯
に
便
な
る
＊
嘉
永
板
の
江
戸
切
図
を
懐
中
に
す
る
。

こ
れ
は

何
も
今
時
出
版
す
る
石
版
招
の
東
京
地
図
を
嫌
っ
て
殊
更
昔
の
木
版
絵
図

を
慕
ふ
と
い
ふ
わ
け
で
は
な
い
。
日
和
下
駄
曳
き
招
り
な
が
ら
歩
い
て
行

く
現
代
の
街
路
を
ば
、

歩
き
な
が
ら
に
昔
の
地
図
に
引
き
合
は
せ
て
行
け

ば
、

お
の
づ
か
ら
労
せ
ず
し
て
江
戸
の
昔
と
東
京
の
今
と
を
目
の
あ
た
り

比
較
対
照
す
る
事
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

例

へ
ば
牛
込
弁
天
町
辺
は
道
路
取
り
ひ
ろ
げ
の
為
め
近
頃
全
く
面
目
を

異
に
し
た
が
、

其
の
裏
通
な
る
小
流
に
今
猶
其
の
名
を
残
す
根
来
橋
と
い

ふ
名
前
な
ぞ
か
ら
、

之
を
江
戸
切
図
に
引
き
合
は
せ
て
、

私
は
歩
き
な
が
ら

此
辺
に
根
来
組
同
心
の
屋
敷
の
あ
っ
た
事
を
知
る
時
な
ぞ
、

歴
史
上
の
大

発
見
で
も
し
た
や
う
に
訳
も
な
く
無
暗
と
嬉
し
く
な
る
の
で
あ
る
。

か
や

う
な
１
馬
鹿
々
々
し
い
無
益
な
興
味
の
外
に
、

又

一
ツ
昔
の
地
図
の
便
利

な
事
は
雪
月
花
の
名
所
や
神
社
仏
閣
の
位
置
を
ば
殊
更
目
に
つ
き
易
い
や

う
に
色
招
り
に
し
て
あ
る
の
み
な
ら
ず
時
と
し
て
は
案
内
記
の
や
う
に
こ

の
処
よ
り
何
々
ま
で
凡
幾
町
植
木
屋
多
し
な
ぞ
と
説
明
が
加

へ
て
あ
る
事

で
あ
る
。

凡
そ
東
京
の
地
図
に
し
て
精
密
正
確
な
る
は
陸
地
測
量
部
の
地

図
に
優
る
も
の
は
な
か
ら
う
。

然
し
是
を
眺
め
て
も
何
等
の
興
味
も
起
こ

ら
ず
、

風
景
の
如
何
を
も
更
に
想
像
す
る
事
が
出
来
な
い
。

土
地
の
高
低

を
示
す
蜘
艇
の
足
の
や
う
な
符
号
と
、

何
万
分
の
一
と
か
何
と
か
言
う
尺

度

一
点
張
り
の
正
確
と
精
密
と
は
却
っ
て
ａ
当
意
即
妙
の
自
由
を
失
ひ
見

解
答

・
解
説
↓
別
冊
４９
ぺ
‐
ジ

る
人
を
し
て
唯
煩
雑
の
思
ひ
を
な
さ
し
め
る
ば
か
り
で
あ
る
。

見
よ
不
正

確
な
る
江
戸
絵
図
は
上
野
の
如
く
桜
咲
く
処
に
は
自
由
に
桜
の
花
を
描
き

柳
原
の
如
く
柳
あ
る
処
に
は
柳
の
糸
を
添

へ
得
る
の
み
な
ら
ず
、

又
飛
鳥

山
よ
り
遠
く
日
光
筑
波
の
山
々
を
見
る
こ
と
を
得
れ
ば
直
ち
に
こ
れ
を
雲

の
彼
方
に
描
き
示
す
が
如
く
、

臨
機
応
変
に
全
く
２
相
反
せ
る
製
図
の
方

式
態
度
を
併
用
し
て
興
味
津
々
よ
く
平
易
に
そ
の
要
領
を
会
得
せ
し
め
て

い
る
。

こ
の
点
よ
り
し
て
不
正
確
な
る
江
戸
絵
図
は
正
確
な
る
東
京
の
新

地
図
よ
り
も
遥
か
に
直
感
的
ま
た
印
象
的
の
方
法
に
出
で
た
も
の
と
見
ね

ことす」と

ば
な
ら
ぬ
。

現
代
西
洋
風
の
制
度
は
政
治
法
律
教
育
の
万
般
の
こ
と

尽

く
此
に
等
し
い
。

現
代
の
裁
判
制
度
は
東
京
地
図
の
煩
雑
な
る
が
如
く
大

岡
越
前
守
の
眼
力
は
江
戸
絵
図
の
如
し
。

更
に
語
を
換
ゆ
れ
ば
東
京
地
図

は
幾
何
学
の
如
く
江
戸
絵
図
は
模
様
の
や
う
で
あ
る
。

江
戸
絵
図
は
か
く
て
日
和
下
駄
蝙
蝠
傘
と
共
に
私
の
散
歩
に
は
是
非
と

も
な
く
て
は
な
ら
ぬ
伴
侶
と
な
っ
た
。

江
戸
絵
図
に
よ
っ
て
見
知
ら
ぬ
裏

町
を
歩
み
行
け
ば
身
は
自
ら
其
の
時
代
に
あ
る
が
如
き
心
持
ち
と
な
る
。

実
際
現
在
の
東
京
中
に
は
何
処
に
行
く
と
も
心
よ
り
悦
惚
と
し
て
去
る
に

忍
び
ざ
る
程
美
麗
な
若
し
く
は
荘
厳
な
風
景
建
築
に
出
過
は
ぬ
か
ぎ
り
、

わ
づ

ｂ
ｉ″、‐判
初
劇
判
対
刊
倒
掘
到
判
剰
引
「
劉
州
劇
倒
明
劇
掛
Ｍ
調
明
Ｈ
判
刊
引
劇
渦
測
州
嗣
捌
劇
射
智
の
ｍｌ判
園
引
ｑ

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
に
Ｆ
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
れ
う
　
　
　
　
か
ん
じ
ん

作
り
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

然
ら
ざ
れ
ば
如
何
に
無
柳
な
る
閑
人
の
身
に
も

現
今
の
東
京
は
全
く
散
歩
に
堪

へ
ざ
る
都
会
で
は
な
い
か
。

西
洋
文
学
か

ら
得
た
輸
入
思
想
を
使
り
に
し
て
、

例

へ
ば
銀
座
の
角
の
＊
ラ
イ
オ
ン
を
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以
て
直
ち
に
巴
里
の
カ
ツ
フ
エ
ー
に
擁
し
帝
国
劇
場
を
以
て
＊
オ
ペ
ラ
に

な
ぞ
ら

へ
る
な
ぞ
、

無
暗
矢
鱈
に
東
京
中
を
西
洋
風
に
空
想
す
る
の
も
或

る
人
に
は
或
い
は
３
潮
剰
↓こ‐
醐
召
劇
倒
劉
劉
劉
綱
劇
か
も
知
れ
ぬ
。

然
し
現

代
日
本
の
西
洋
式
偽
文
明
が
森
永
の
西
洋
菓
子
の
如
く
女
優
の
ダ
ン
ス
の

如
く
無
味
拙
劣
な
る
も
の
と
感
じ
ら
れ
る
輩
に
対
し
て
は
、

東
京
な
る
都

会
の
興
味
は
、

義
ひ

尚
古
退
歩
的
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。五
日
々
は
市
ケ
谷
外

壕
の
埋
立
工
事
を
見
て
、

い
か
に
す
る
と
も
将
来
の
新
美
観
を
予
測
す
る

問

一　
傍
線
部
１
～
３
は
、

そ
れ
ぞ
れ
ど
う
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
か
、

問
二
　
傍
線
部
ａ
～
ｂ
は
、

具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、

間
三
　
筆
者
は
、

江
戸
絵
図

（切
図
）
の
ど
の
よ
う
な
点
を
ま
し
と
し
て
い
る
の
か
、

二
百
年
以
内
で
述
べ
よ
。

こ
と
の
出
来
な
い
限
り
、

愛
惜
の
情
は
自
ら
人
を
し
て
こ
の
堀
に
＊
謡
花

の
複
郁
と
し
た
昔
を
思
は
し
め
る
。

＊
嘉
永
＝
一
八
四
八
～
一
八
五
四
年
。

　
ラ
イ
オ
ン
Ｈ
珈
琲
店
の
名
称
。

「カ
ッ
フ

ェ
ラ
イ
オ
ン
」。
　
オ
ペ
ラ
＝
パ
リ
の
歌
劇
場

「
オ
ペ
ラ
座
」
の
こ
と
。

　
稿
花

＝
は
す
。

は
ち
す
。

（永
井
荷
風

「
日
和
下
駄
」
〈大
正
四
年
こ

簡
潔
に
答
え
よ
。

答
え
よ
。

文
中
に
窺
え
る
近
代
風
の
東
京
の
風
景

へ
の
批
判
を
ふ
ま
え
て
、


