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学習日  　　　月　　　  日

4

1
例　

題　

Ⅰ

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

そ
の
日
か
ら
四
五
日
経
た
午
後
、
門
の
外
で
＊
老ろ
う

婢ひ

が
、
が
み
が
み
叫
ん
で
い
る
声

が
し
た
。
そ
の
声
は
私
の
机
の
あ
る
窓
近
く
で
も
あ
る
の
で
、
書
き
も
の
の
気
を
散
ら

せ
る
の
で
、
や
め
て
も
ら
お
う
と
私
は
靴
を
つ
ま
先
に
つ
き
か
け
て
、
玄
関
先
へ
出
て

み
た
。
門
の
裏
側
の
若わ
か

蔦つ
た

の
群
は
扉と

び
ら

を
横
ば
い
に
は
い
進
み
、
岬み

さ
き

と
岬
に
せ
か
れ
て
、

そ
の
間
に
干
潮
を
急
ぐ
海
流
の
形
の
よ
う
で
も
あ
り
、
大
き
く
う
ね
り
を
見
せ
て
動
い

て
い
る
潮
の
よ
う
で
も
あ
る
。
空
間
に
あ
え
な
き
支
点
を
求
め
て
お
ぼ
つ
か
な
く
も
微

風
に
揺
ら
れ
て
い
る
搔か

き
つ
き
余
っ
た
新し

ん

蔓づ
る

は
、
潮
の
飛ひ

沫ま
つ

の
よ
う
だ
。
机
か
ら
急
に

立
ち
上
が
っ
た
身
体
の
動
揺
か
ら
私
は
軽
微
の
め
ま
い
が
し
た
の
と
、
久
し
振
り
に
あ

た
る
明
る
い
陽ひ

の
光
の
刺
激
に
、
苦
し
い
よ
り
か
え
っ
て
＊
揺よ

う

蕩と
う

と
し
た
＊
恍こ

う

惚こ
つ

に

陥
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
ま
ま
た
た
ず
ん
で
、
し
め
や
か
な
松
の
初
花
の
樹や

脂に

臭
い
に
お

い
を
吸
い
入
れ
な
が
ら
、
門
外
の
い
さ
か
い
を
聞
く
と
も
聞
か
ぬ
と
も
な
く
聞
く
。

「
え
え
え
え
、
ほ
ん
と
に
、
あ
た
し
じ
ゃ
な
い
の
だ
わ
。
よ
そ
の
子
よ
。
そ
し
て
そ

の
よ
そ
の
子
、
あ
た
し
知
っ
て
る
よ
。」

※

口
調
で
言
っ
て
い
る
の
は
こ
の
先
の
町
の
＊
葉
茶
屋
の
少
女
ひ
ろ
子
で
あ

る
。
遊
び
友
達
ら
し
い
子
供
の
四
五
人
の
声
で
、
く
す
く
す
笑
う
の
が
少
し
遠
く
聞
こ

え
る
。

「
う
そ
だ
ろ
！　

両
手
を
出
し
て
お
見
せ
。」
と
言
っ
た
の
は
老
い
た
ま
き
の
声
で
あ

る
。
も
う
だ
い
ぶ
返
答
返
し
さ
れ
て
多
少
自
信
を
失
っ
た
ま
き
は
し
ど
ろ
も
ど
ろ
の
調

子
で
あ
る
。

「
は
い
。」
少
女
は
わ
ざ
と
、
い
う
こ
と
を
素
直
に
聞
く
良
い
子
ら
し
い
声
音
を
装
っ

て
返
事
し
な
が
ら
立
派
に
大
き
く
両
手
を
突
き
出
し
た
様
子
が
蔦
の
門
を
越
し
た
向
こ

う
に
感
じ
ら
れ
た
。
た
ち
ま
ち
①
当
惑
し
た
ま
き
の
表
情
が
私
に
想
像
さ
れ
る
。
老
婢

は
「
ふ
う
む
。」
と
う
な
っ
た
。

ま
た
、
く
す
く
す
笑
う
子
供
た
ち
の
声
が
聞
こ
え
る
。

私
も
何
だ
か
微
笑
が
出
た
。
ち
ょ
っ
と
間
を
置
い
て
、
ま
き
は
勢
い
づ
き
、

「
じ
ゃ
、
こ
の
蔦
の
芽
を
ち
ょ
ぎ
っ
た
の
は
誰だ
れ

だ
。
え
、
い
っ
て
ご
ら
ん
。
え
、
誰

だ
よ
、
そ
ら
言
え
ま
い
。」

「
あ
ら
、
言
え
て
よ
。
け
ど
言
わ
な
い
わ
。
言
え
ば
お
ば
さ
ん
に
叱し
か

ら
れ
る
の
分

か
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
叱
ら
れ
る
こ
と
分
か
っ
て
い
な
が
ら
言
う
な
ん
て
、
い
く
ら

子
供
だ
っ
て
不
人
情
だ
わ
。」

「
不
人
情
、
は
、
は
、
は
、
は
、
は
。」
と
女
の
子
供
た
ち
は
、
ひ
ろ
子
の
使
っ
た
大

人
ら
し
い
言
葉
が
面
白
か
っ
た
か
、
男
の
よ
う
な
声
を
た
て
て
一
せ
い
に
笑
っ
た
。

ま
き
は
い
き
り
立
っ
て
「
こ
の
子
た
ち
口
減
ら
ず
と
い
っ
た
ら　
　

。」
ま
き
の
憤ふ

ん

慨が
い

し
て
い
る
様
子
が
私
に
も
想
像
さ
れ
た
が
、
す
べ
て
の
も
の
か
ら
孤
独
へ
ほ
う
り
捨

て
ら
れ
た
こ
の
老
女
は
、
や
は
り
不
人
情
の
一
言
に
は
か
な
り
刺
激
を
受
け
た
ら
し
い
。

「
早
く
向
こ
う
へ
行
っ
て
。
お
ま
え
な
ど
女
＊
弁
士
に
で
も
お
な
り
。」
と
叱
り
散
ら
し
た
。

も
う
、
そ
の
と
き
、
ひ
ろ
子
は
じ
め
連
れ
の
子
供
た
ち
は
逃
げ
か
か
っ
て
い
て
、
老

婢
よ
り
相
当
離
れ
て
い
た
。
老
婢
は
ま
た
懐
柔
し
て
防
ぐ
に
し
く
は
な
い
と
気
を
変
え

た
ら
し
く
、
し
い
て
優
し
い
声
を
投
げ
た
。

「
ね
え
、
み
ん
な
、
お
ま
え
さ
ん
た
ち
い
い
子
だ
か
ら
、
こ
の
蔦
の
芽
を
摘
む
ん
じ
ゃ

な
い
よ
。
ほ
ん
と
に
頼
む
よ
。」

さ
す
が
の
子
供
た
ち
も
「
あ
あ
。」
と
か
「
う
ん
。」
と
か
生
返
事
し
な
が
ら
馳は

せ
去

る
足
音
が
し
た
。
②
や
っ
と
私
は
く
ぐ
り
戸
を
あ
け
て
表
へ
出
て
み
た
。

「
ば
あ
や
、
ど
う
し
た
の
。」

「
ま
あ
、
奥
さ
ま
、
ご
覧
遊
ば
せ
。
憎
ら
し
い
っ
た
ら
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
ひ
ろ
子
が
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5 文学的文章の読解1

餓
鬼
大
将
で
蔦
の
芽
を
こ
ん
な
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
わ
た
く
し
、
親

の
家
へ
怒
鳴
り
込
ん
で
や
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
。」

指
し
た
の
を
見
る
と
、
門
の
蔦
は
、
子
供
の
手
の
届
く
高
さ
の
横
一
文
字
の
線
に
む

し
り
取
ら
れ
て
、
髪
の
お
か
っ
ぱ
さ
ん
の
短
い
前
髪
の
よ
う
に
そ
ろ
っ
て
い
た
。
流
行

を
追
う
て
刈
り
過
ぎ
た
理
髪
の
よ
う
に
＊
軽け
い

佻ち
ょ
う

で
滑こ

っ

稽け
い

に
も
見
え
た
。
私
は
む
っ
と

し
て
「
な
ん
と
い
う
、
ひ
ど
い
こ
と
。
い
く
ら
子
供
だ
っ
て
。」
と
言
っ
た
が
、
子
供

の
手
の
届
く
範
囲
を
示
し
て
子
供
の
背
丈
だ
け
に
摘
み
そ
ろ
っ
て
い
る
蔦
の
芽
の
摘
み

取
ら
れ
方
に
は
、
悪い
た

戯ず
ら

は
悪
戯
で
も
や
っ
ぱ
り
子
供
ら
し
い
自
然
さ
が
現
れ
て
い
て
、

思
い
返
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

「
こ
れ
よ
り
上
へ
短
く
は
摘
み
取
る
ま
い
よ
。
そ
し
て
そ
の
う
ち
に
は
子
供
だ
か
ら

摘
む
の
に
も
じ
き
飽
き
る
だ
ろ
う
よ
。」

「
で
も
。」

「
ま
あ
、
い
い
か
ら
…
…
。」

〈
岡
本
か
の
子
「
蔦
の
門
」
よ
り
〉

（
注
）　

老
婢
＝
年
取
っ
た
お
手
伝
い
。

揺
蕩
＝
ゆ
れ
う
ご
く
様
子
。

恍
惚
＝
う
っ
と
り
す
る
様
子
。

葉
茶
屋
＝
お
茶
の
葉
を
売
る
店
。

弁
士
＝
無
声
映
画
で
映
画
の
説
明
を
す
る
人
。

軽
佻
＝
か
る
は
ず
み
な
様
子
。

⑴　

設
定
を
つ
か
む

本
文
か
ら
、「
私
」
は
ど
ん
な
立
場
に
い
て
、
ど
ん
な
暮
ら
し

方
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
。
次
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
び
、
記
号
で
答

え
な
さ
い
。

ア

裕ゆ
う

福ふ
く

な
家
庭
の
主
婦
で
あ
り
、
な
す
こ
と
も
な
く
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
。

イ　

書
き
も
の
を
職
業
と
し
て
お
り
、
主
婦
と
し
て
家
事
に
も
気
を
配
っ
て
い
る
。

ウ　

と
き
ど
き
は
机
に
向
か
っ
た
り
す
る
が
、
庭
の
手
入
れ
を
趣
味
と
し
て
い
る
。

エ　

家
事
に
は
あ
ま
り
関
心
が
な
く
、
ひ
た
す
ら
書
き
も
の
に
没
頭
し
て
い
る
。

オ　

造
園
家
の
妻
で
あ
り
、
日
々
事
務
の
整
理
を
し
て
夫
を
助
け
て
い
る
。

⑵　

人
物
を
つ
か
む

※

に
入
る
最
も
適
切
な
こ
と
ば
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で

答
え
な
さ
い
。

ア　

あ
わ
て
た　

イ　

あ
れ
た　

ウ　

お
ど
お
ど
し
た

エ　

こ
び
た　

オ　

ま
せ
た

⑶　

状
況
を
つ
か
む
　
　

線
①
「
当
惑
し
た
ま
き
の
表
情
」
と
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ

「
ま
き
」
は
当
惑
し
た
の
で
す
か
。
そ
の
理
由
を
「
〜
か
ら
。」
と
い
う
形
で
、
四
十
字

以
内
（
句
読
点
も
字
数
に
数
え
ま
す
）
で
答
え
な
さ
い
。

⑷　

場
面
を
つ
か
む

線
②
「
や
っ
と
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
そ
れ
ま
で
「
私
」

が
ど
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
か
。
そ
れ
を
最
も
よ
く
示
し
て
い

る
一
続
き
の
二
文
を
本
文
中
か
ら
探
し
、
そ
の
最
初
の
一
文
の
初
め
の
五
字
を
書
き
抜

い
て
答
え
な
さ
い
。

⑸　

表
現
技
法
を
つ
か
む
「
蔦
」
の
Ⓐ
む
し
ら
れ
て
い
な
い
状
態
と
、
Ⓑ
む
し
ら
れ

た
状
態
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
何
に
た
と
え
ら
れ
て
い
ま
す
か
。
そ
れ
ぞ
れ
本
文
中
か
ら
漢

字
一
字
で
書
き
抜
い
て
答
え
な
さ
い
。

Ⓐ

Ⓑ

5055
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6

⑹　

細
部
の
読
み
取
り
「
老
婢
」
の
境き
よ
う
ぐ
う遇
を
示
す
部
分
を
、
本
文
中
か
ら
二
十
字
以

内
で
書
き
抜
い
て
答
え
な
さ
い
。

⑺　

心
情
の
変
化
を
つ
か
む
「
老
婢
」
の
心
情
の
変
化
を
表
し
た
も
の
と
し
て
最
も

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

ア　

怒
り
↓
自
信
↓
気き

後お
く

れ
↓
当
惑
↓
不
人
情
↓
懐
柔

イ　

怒
り
↓
気
後
れ
↓
不
人
情
↓
安
心
↓
奮
起
↓
懐
柔

ウ　

怒
り
↓
不
安
↓
安
心
↓
当
惑
↓
憤ふ
ん

慨が
い

↓
懐
柔

エ　

怒
り
↓
動
揺
↓
当
惑
↓
奮
起
↓
憤
慨
↓
懐
柔

オ　

怒
り
↓
動
揺
↓
不
安
↓
憎
悪
↓
安
心
↓
懐
柔

解
法
の
解
説

⑴　

設
定
を
つ
か
む
　

小
説
を
読
解
す
る
上
で
、
登
場
人
物
の
置
か
れ
た
立
場
、
状
況

を
把は

握あ
く

す
る
こ
と
は
、
そ
の
心
情
を
考
え
る
際
に
も
大
事
に
な
る
こ
と
で
す
。
同
じ
出
来

事
に
直
面
し
て
も
、
立
場
が
違
え
ば
、
お
の
ず
と
そ
れ
に
対
す
る
考
え
、
気
持
ち
は
異

な
っ
て
く
る
は
ず
で
す
。
文
章
の
細
部
ま
で
読
み
取
り
、
登
場
人
物
が
ど
の
よ
う
な
設
定

の
も
と
に
置
か
れ
て
い
る
か
は
、
常
に
頭
に
入
れ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

本
文
の
主
な
登
場
人
物
は
、「
私
」、「
ま
き
（
老
婢
）」、「
ひ
ろ
子
」
の
三
人
で
す
。

「
私
」
の
暮
ら
し
は
、
ま
ず
、
２
・
３
行
目
「
書
き
も
の
の
気
を
散
ら
せ
る
の
で
」
か
ら
、

考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
も
、
８
・
９
行
目
に
は
「
久
し
振
り
に
あ
た
る
明
る
い

陽
の
光
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
か
な
り
の
長
時
間
部
屋
に
閉
じ
こ
も
っ
て
書
き
も
の
を
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
、
書
き
も
の
に
没
頭
す
る
「
私
」
の
様
子
が
読
み
取
れ
ま

す
。
ま
た
、
ま
き
の
「『
ま
あ
、
奥
さ
ま
、
〜
』」（
45
〜
47
行
目
）
や
、「
私
」
の
「『
こ

れ
よ
り
上
へ
短
く
は
摘
み
取
る
ま
い
よ
。
〜
』」（
55
・
56
行
目
）
と
い
う
会
話
の
言
葉
遣

い
か
ら
、「
ま
き
」
が
「
私
」
の
家
の
お
手
伝
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
、
こ
こ

か
ら
も
「
私
」
が
、
家
事
は
「
ま
き
」
に
ま
か
せ
て
い
る
と
い
う
状
況
を
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

⑵　

人
物
を
つ
か
む
　

登
場
人
物
の
会
話
や
態
度
か
ら
、
そ
の
人
物
像
を
つ
か
む
と
い

う
こ
と
も
小
説
を
読
解
す
る
上
で
は
不
可
欠
で
す
。
文
章
中
の
細
か
い
描
写
も
見
落
と
す

こ
と
な
く
、
自
分
の
頭
の
中
で
人
物
像
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
の
人
物
の

考
え
や
気
持
ち
を
知
る
こ
と
も
容
易
に
な
る
は
ず
で
す
。

こ
こ
で
は
、「
葉
茶
屋
の
少
女
ひ
ろ
子
」
の
、「
ま
き
」
に
対
し
て
と
っ
て
い
る
態
度
を

考
え
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。「
も
う
だ
い
ぶ
返
答
返
し
さ
れ
て
多
少
自
信
を
失
っ
た
ま

き
は
し
ど
ろ
も
ど
ろ
の
調
子
で
あ
る
」（
18
・
19
行
目
）
と
い
う
「
ま
き
」
の
様
子
や
、

「『
こ
の
子
た
ち
口
減
ら
ず
と
い
っ
た
ら　
　

。』」（
33
行
目
）、「『
お
ま
え
な
ど
女
弁
士
に

で
も
お
な
り
。』」（
36
行
目
）
と
い
う
「
ま
き
」
の
「
ひ
ろ
子
」
に
対
す
る
会
話
か
ら
、

大
人
の
「
ま
き
」
を
す
っ
か
り
や
り
込
め
て
し
ま
っ
て
い
る
「
ひ
ろ
子
」
の
姿
が
浮
か
び

上
が
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
「
ひ
ろ
子
」
の
「
ま
き
」
に
対
す
る
口
調
を
考
え
て
み
ま
し
ょ

う
。

⑶　

状
況
を
つ
か
む
　

描
か
れ
て
い
る
場
面
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
生
々
し
く
頭
に

浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
細
部
ま
で
注
意
深
く
読
み
、
今
何
が
起
こ
っ
て
い
る

か
を
よ
く
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。

こ
こ
は
、「
私
」
が
門
の
外
で
の
「
ま
き
」
と
「
ひ
ろ
子
」
の
や
り
と
り
を
聞
い
て
、

そ
の
様
子
を
想
像
し
て
い
る
場
面
で
す
。
そ
れ
だ
け
に
門
の
外
の
様
子
が
や
や
わ
か
り
づ

ら
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
後
の
「『
じ
ゃ
、
こ
の
蔦
の
芽
を
ち
ょ
ぎ
っ
た
の
は
誰

だ
。
〜
』」（
26
行
目
）
な
ど
か
ら
、「
ま
き
」
は
、「
ひ
ろ
子
」
が
蔦
の
芽
を
摘
み
取
っ
た

の
だ
と
疑
い
、「『
う
そ
だ
ろ
！　

両
手
を
出
し
て
お
見
せ
。』」（
17
行
目
）
と
言
っ
た
こ

SAM
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と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
ば
を
受
け
た
「
ひ
ろ
子
」
の
「
立
派
に
大
き
く

両
手
を
突
き
出
し
た
」（
21
行
目
）
と
い
う
自
信
に
満
ち
た
態
度
か
ら
、
そ
の
手
に
は
蔦

の
芽
を
摘
み
取
っ
た
跡
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
一
連
の
場
面
か

ら
、
当
惑
す
る
「
ま
き
」
の
気
持
ち
を
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。

⑷　

場
面
を
つ
か
む
　

小
説
の
場
合
、
場
面
の
転
換
に
は
十
分
に
気
を
つ
け
て
読
ま
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
時
間
的
な
移
り
変
わ
り
は
も
ち
ろ
ん
、
描
か
れ
て
い
る
対
象
の
変

化
に
も
注
意
し
て
読
む
こ
と
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

こ
こ
で
は
、
最
初
か
ら
11
行
目
「
〜
聞
か
ぬ
と
も
な
く
聞
く
。」
ま
で
が
、「
私
」
の
描

写
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
12
行
目
「『
え
え
え
え
、
〜
」
か
ら
42
・
43
行
目
「
〜
馳
せ
去

る
足
音
が
し
た
」
ま
で
は
「
ま
き
」
と
「
ひ
ろ
子
」
の
や
り
と
り
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
43
行
目
「
や
っ
と
私
は
〜
」
で
、「
私
」
が
門
の
外
へ
出
て
、「
ま
き
」
と
「
私
」

の
や
り
と
り
の
場
面
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
場
面
の
変
化
が
頭
に
入
っ
て
い
れ
ば
、

門
の
内
側
の
「
私
」
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
部
分
を
見
つ
け
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
は

ず
で
す
。

⑸　

表
現
技
法
を
つ
か
む
　

詩
や
小
説
な
ど
の
文
学
的
文
章
で
は
、
工
夫
の
凝
ら
さ
れ

た
独
特
の
表
現
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
ま
す
。
特
に
、
擬
人
法
な
ど
を
含
め
た
比ひ

喩ゆ

表
現
に

は
注
意
し
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
は
、
蔦
の
状
態
の
比
喩
表
現
を
問
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
ま
ず
、「
私
」
が
、
む

し
ら
れ
て
い
な
い
状
態
の
蔦
を
見
て
い
る
場
面
と
、
む
し
ら
れ
た
状
態
の
蔦
を
見
て
い
る

場
面
と
を
見
き
わ
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
正
解
の
こ
と
ば
を
探
す
の
も
容
易
で
す
。
蔦

が
む
し
ら
れ
た
の
は
門
の
外
で
、
門
の
内
に
は
む
し
ら
れ
て
い
な
い
蔦
が
あ
る
と
い
う
こ

と
が
わ
か
れ
ば
、「
門
の
裏
側
の
若
蔦
の
群
は
〜
潮
の
飛
沫
の
よ
う
だ
」（
４
〜
７
行
目
）

の
部
分
が
、
む
し
ら
れ
て
い
な
い
蔦
の
描
写
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
は
ず
で
す
。
ま
た
、

「
私
」
が
門
の
外
へ
出
た
後
の
「
指
し
た
の
を
見
る
と
、
門
の
蔦
は
〜
滑
稽
に
も
見
え
た
」

（
48
〜
50
行
目
）が
む
し
ら
れ
た
蔦
の
描
写
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ

う
。
こ
れ
ら
の
部
分
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
蔦
を
た
と
え
た
漢
字
一
字
を
探
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

⑹　

細
部
の
読
み
取
り
　

文
章
の
細
部
を
読
み
取
る
た
め
に
は
、
注
意
深
く
読
む
と
い

う
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
す
が
、
大
ま
か
な
話
の
筋
を
頭
に
入
れ
て
お
く
こ
と
が
大
切
で

す
。
一
度
通
し
て
読
み
、
大
体
の
流
れ
を
つ
か
ん
だ
上
で
、
細
か
い
部
分
を
読
む
こ
と
が

重
要
な
手
が
か
り
を
見
つ
け
る
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
ま
す
。

こ
こ
で
は
、「
ま
き
」
の
境
遇
を
示
す
部
分
が
問
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
ま
ず
大

ま
か
な
流
れ
を
つ
か
み
、
本
文
中
で
「
ま
き
」
が
、「
老
婢
」（
１
行
目
他
）、「
老
女
」

（
35
行
目
）、「
ば
あ
や
」（
44
行
目
）
と
様
々
な
表
現
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
押
さ
え
て
お

か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
な
ぜ
「
ま
き
」
が
「
不
人
情
の
一
言
」
に
刺
激
を

受
け
た
の
か
を
考
え
れ
ば
、「
ま
き
」
の
境
遇
を
示
す
部
分
は
見
つ
か
る
は
ず
で
す
。

⑺　

心
情
の
変
化
を
つ
か
む
　

登
場
人
物
の
心
情
の
読
み
取
り
は
、
小
説
の
読
解
の
骨

子
に
な
る
と
い
え
ま
す
。
そ
の
登
場
人
物
の
性
格
や
考
え
方
、
置
か
れ
て
い
る
立
場
、
状

況
を
つ
か
ん
だ
上
で
、
そ
の
場
面
に
応
じ
て
、
ぴ
っ
た
り
と
く
る
心
情
を
考
え
ま
し
ょ
う
。

文
章
中
で
の
「
ま
き
」
の
心
情
の
動
き
を
考
え
る
わ
け
で
す
が
、
ま
ず
「
不
人
情
」
は

「
ま
き
」
の
心
情
を
直
接
表
し
た
こ
と
ば
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
。
ま
た
、「
安
心
」
し
た

気
持
ち
に
も
な
っ
て
は
い
な
い
こ
と
か
ら
正
解
は
判
断
で
き
ま
す
。
１
行
目
「
が
み
が
み

叫
ん
で
い
る
」、
18
・
19
行
目
「
多
少
自
信
を
失
っ
た
ま
き
は
し
ど
ろ
も
ど
ろ
の
調
子
で

あ
る
」、
22
行
目
「
当
惑
し
た
ま
き
の
表
情
」、
25
〜
27
行
目
「
ち
ょ
っ
と
間
を
置
い
て
、

ま
き
は
勢
い
づ
き
、『
〜
そ
ら
言
え
ま
い
。』」、
33
・
34
行
目
「
ま
き
の
憤
慨
し
て
い
る
様

子
」、
38
・
39
行
目
「
老
婢
は
ま
た
懐
柔
し
て
防
ぐ
に
し
く
は
な
い
と
気
を
変
え
た
」
の

そ
れ
ぞ
れ
に
あ
て
は
ま
る
心
情
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
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例　

題　

Ⅱ

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

い
よ
い
よ
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
電
話
帳
を
読
む
。
そ
う
い
う
文
章
を
読
ん
だ
こ

と
が
あ
る
。
そ
ん
な
も
の
が
お
も
し
ろ
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
の
は
知
ら
な
い
も
の
の

せ
り
ふ
。
た
ま
ら
な
く
楽
し
い
、
と
あ
っ
た
。
一
杯
や
り
な
が
ら
、
列
車
時
刻
表
を
熟

読
す
る
と
い
う
風
流
人
の
随
筆
を
読
ん
だ
こ
と
も
あ
る
。
つ
い
読
み
ふ
け
っ
て
時
の
た

つ
の
を
忘
れ
る
、
と
い
う
。
人
間
、
さ
ま
ざ
ま
な
趣
味
が
あ
る
も
の
だ
。

①
そ
う
い
う
話
に
比
べ
る
と
、
辞
書
を
読
む
の
は
、
は
る
か
に
正
統
的
で
あ
る
。
む

し
ろ
常
識
的
す
ぎ
て
気
が
ひ
け
る
く
ら
い
だ
。
そ
も
そ
も
字
引
な
ど
と
言
っ
て
、
引
く

も
の
と
決
め
て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
お
か
し
い
。

辞
書
を
道
具
と
考
え
、
必
要
な
と
き
だ
け
ち
ょ
っ
と
使
い
、
あ
と
は
放ほ

っ
た
ら
か
し

に
し
て
お
く
の
は
心
な
い
人
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
辞
書
が
本
当
に
役
立
つ
と
考

え
る
の
は
す
こ
し
虫
が
よ
す
ぎ
る
。
人
間
だ
っ
て
頼
み
ご
と
の
あ
る
と
き
だ
け
や
っ
て

く
る
よ
う
な
＊
手
合
い
を
友
だ
ち
と
は
言
う
ま
い
。
ふ
だ
ん
用
は
な
い
が
、
ど
う
し
て

い
る
か
、
と
た
ず
ね
て
く
れ
る
よ
う
で
あ
っ
て
こ
そ
、
付
き
合
い
が
あ
る
と
言
え
る
。

辞
書
は
引
く
も
の
と
割
り
切
っ
て
い
る
実
用
派
は
知
ら
な
い
語
ば
か
り
を
相
手
に
す

る
。
そ
れ
で
は
親
し
み
も
わ
か
な
い
道
理
だ
。
ど
ん
な
辞
書
に
も
日
常
よ
く
使
わ
れ
る

こ
と
ば
が
入
っ
て
い
て
、
こ
ま
か
い
説
明
が
つ
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
実
用
派
は
そ
ん

な
と
こ
ろ
を
見
る
こ
と
が
な
い
。
②
せ
っ
か
く
の
宝
が
眠
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。
も
っ
た

い
な
い
。

辞
書
の
お
も
し
ろ
さ
は
、
わ
か
り
切
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
こ
と
ば
の
項
を
て
い

ね
い
に
読
む
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
を
の
み
こ
ま
な
い
と
辞
書
と
は
仲
良
し
に
な
れ
な
い
。

昔
、
中
学
生
の
と
き
、
何
だ
か
忘
れ
た
が
、
ひ
ど
く
お
も
し
ろ
く
な
い
こ
と
が
あ
っ

て
、
毎
日
く
さ
く
さ
し
て
い
た
。
勉
強
も
頭
に
入
ら
な
い
。
し
か
た
が
な
い
か
ら
英
和

辞
書
を
開
い
て
ぼ
ん
や
り
な
が
め
て
い
る
と
気
が
ま
ぎ
れ
る
。
こ
れ
は
い
い
。
や
が
て

そ
の
つ
も
り
に
な
っ
て
す
こ
し
ず
つ
読
み
進
ん
で
、
と
う
と
う
全
巻
を
読
み
終
え
た
。

そ
れ
で
英
語
の
力
が
つ
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
れ
か
ら
③
辞
書
と
い
う

も
の
が
違
っ
た
顔
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
何
よ
り
あ
り
が
た
か
っ
た
の
は
、
う
っ

と
う
し
い
気
分
を
も
て
余
さ
な
く
て
す
む
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

い
ま
で
も
風
邪
で
ね
た
り
す
る
と
、
英
語
の
辞
書
を
床
の
中
へ
も
ち
こ
ん
で
、
読
む

と
も
な
く
読
む
。
同
じ
辞
書
で
同
じ
と
こ
ろ
を
二
度
三
度
読
む
と
、
＊
学
ビ
テ
時
ニ
コ

レ
ヲ
習
ウ
、
マ
タ
ヨ
ロ
コ
バ
シ
カ
ラ
ズ
ヤ
と
い
う
聖
人
の
域
に
一
歩
近
づ
い
た
よ
う
で

い
い
気
持
ち
だ
。

い
ま
は
亡
き
辞
書
作
り
の
大
家
が
か
つ
て
こ
ん
な
こ
と
を
洩も

ら
さ
れ
た
。
辞
書
の
仕

事
を
し
て
い
る
と
、
も
の
ご
と
を
筋
立
て
て
考
え
ら
れ
な
く
な
る
。
見
出
し
語
の
並
び

方
に
し
て
も
前
後
に
脈
絡
が
ま
っ
た
く
な
い
。
た
だ
、
機
械
的
に
並
ん
で
い
る
。
一
語

を
済
ま
す
と
次
は
と
ん
で
も
な
い
語
が
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
の
う
ち
に
頭
の
方
が
そ
う
い

う
作
業
に
適
す
る
よ
う
に
変
化
し
て
く
る
、
う
ん
ぬ
ん
。
そ
ん
な
も
の
か
と
思
い
な
が

ら
聞
い
た
。
お
気
の
毒
と
い
う
こ
と
も
な
い
が
、
特
別
う
ら
や
ま
し
く
も
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
辞
書
を
読
む
人
間
か
ら
す
る
と
、
こ
の
次
に
何
が
飛
び
出
し
て
く
る

か
、
予
測
を
許
さ
な
い
と
こ
ろ
が
実
に
愉た
の

し
い
。
よ
そ
の
町
を
そ
ぞ
ろ
歩
き
す
る
の
に

似
て
い
な
い
こ
と
も
な
い
。
郵
便
局
の
隣
が
魚
屋
で
そ
の
さ
き
が
お
寺
だ
っ
た
り
す
る
。

＊
タ
ン
ゲ
イ
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
と
こ
ろ
が
お
も
し
ろ
い
。
本
屋
ば
か
り
並
ん
で
い
て
は
退

屈
す
る
。

辞
書
を
読
む
の
に
は
旅
の
道
行
き
の
愉
し
さ
が
あ
る
。
思
い
が
け
な
い
も
の
が
待
ち

伏
せ
て
い
て
び
っ
く
り
さ
せ
ら
れ
る
。

感
心
し
た
と
こ
ろ
は
そ
の
辞
書
の
見
返
し
な
ど
へ
記
入
す
る
と
い
う
律
儀
な
人
も
あ

る
。
あ
と
で
思
い
出
す
の
に
は
便
利
だ
。
旅
行
し
て
帰
っ
た
ら
お
っ
く
う
が
ら
ず
に
メ

モ
を
つ
け
る
よ
う
な
も
の
だ
が
、
気
楽
に
忘
れ
た
ら
忘
れ
る
に
ま
か
せ
る
と
い
う
の
も

い
い
で
は
な
い
か
。
④
旅
行
好
き
な
人
な
ら
辞
書
を
読
む
の
も
好
き
に
な
れ
る
は
ず
で
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あ
る
。
旅
行
な
ど
面
倒
だ
と
い
う
不
精
も
の
に
も
ぼ
ん
や
り
辞
書
を
な
が
め
て
い
る
の

は
楽
し
い
ひ
ま
つ
ぶ
し
に
な
る
。

つ
ま
り
人
間
な
ら
だ
れ
で
も
辞
書
を
読
む
愉
し
み
が
わ
か
る
は
ず
、
と
い
う
こ
と
だ
。

読
み
た
く
と
も
、
読
め
る
よ
う
な
辞
書
が
あ
ま
り
に
も
少
な
い
。
そ
う
言
っ
て
こ
ぼ

す
人
が
あ
る
が
、
い
っ
た
ん
読
む
愉
し
み
を
覚
え
た
ら
、
読
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
よ

う
と
い
ま
い
と
、
構
わ
ず
読
ん
で
し
ま
う
。
愉
し
み
お
の
ず
か
ら
そ
の
中
に
あ
り
。

〈
外
山
滋
比
古
「
読
み
書
き
話
す
」
よ
り
〉

（
注
）　

手
合
い
＝
連
中
、
仲
間
。

学
ビ
テ
時
ニ
コ
レ
ヲ
習
ウ
、
マ
タ
ヨ
ロ
コ
バ
シ
カ
ラ
ズ
ヤ

＝
中
国
古
代
の
思
想
家
で
あ
る
孔
子
の
言
葉
。「
学
ん
で
は
適
当
な
時
期
に
お
さ
ら
い

を
す
る
、
そ
れ
は
ま
こ
と
に
心
う
れ
し
い
こ
と
だ
」
と
い
う
意
味
。

タ
ン
ゲ
イ
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
＝
「
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
意
味
。

⑴　

指
示
語
の
内
容
を
つ
か
む
　
　

線
①
「
そ
う
い
う
話
」
は
、
筆
者
の
取
り
上
げ

方
か
ら
す
る
と
、
ど
う
い
う
話
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。
最
も
適
切
な

も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

驚
嘆
す
べ
き
話　

イ　

重
要
視
す
べ
き
話　

ウ　

と
り
と
め
の
な
い
話

エ　

風
変
わ
り
な
話　

オ　

真
実
味
の
な
い
話

⑵　

比
喩
表
現
を
つ
か
む
　
　

線
②
「
せ
っ
か
く
の
宝
が
眠
っ
た
ま
ま
で
あ
る
」
と

は
、
具
体
的
に
は
辞
書
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
表
し
て
い
ま

す
か
。
本
文
中
の
こ
と
ば
を
用
い
て
、「
〜
も
の
。」
と
い
う
形
で
、
十
五
字
以
内
（
句

読
点
も
字
数
に
数
え
ま
す
）
で
答
え
な
さ
い
。

⑶　

心
情
を
つ
か
む

線
③
「
辞
書
と
い
う
も
の
が
違
っ
た
顔
を
見
せ
る
よ
う
に

な
っ
た
」
と
は
、
筆
者
に
と
っ
て
辞
書
を
読
む
こ
と
が
ど
う
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
表

現
し
て
い
ま
す
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

辞
書
の
こ
ま
か
い
説
明
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

イ　

辞
書
の
尊
さ
を
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

ウ　

辞
書
を
更
に
て
い
ね
い
に
扱あ
つ
か

う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

エ　

辞
書
を
新
鮮
な
気
持
ち
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

オ　

辞
書
に
対
し
て
親
し
み
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

⑷　

内
容
を
つ
か
む
　
　

線
④
「
旅
行
好
き
な
人
な
ら
辞
書
を
読
む
の
も
好
き
に
な

れ
る
は
ず
で
あ
る
」
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
は
、
筆
者
が
、「
旅
行
好
き
な
人
」
と

「
辞
書
を
読
む
こ
と
の
好
き
な
人
」
と
の
間
に
、
あ
る
共
通
す
る
点
を
見
い
出
し
て
い

る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
点
で
す
か
。「
〜
点
。」
と
い
う
形
で
、

三
十
字
以
内
（
句
読
点
も
字
数
に
数
え
ま
す
）
で
答
え
な
さ
い
。

⑸　

主
題
を
つ
か
む

本
文
の
筆
者
は
、
こ
の
文
章
を
ど
の
よ
う
な
思
い
で
書
い
て
い

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

辞
書
を
味
わ
い
な
が
ら
読
む
時
を
確
保
す
る
よ
う
に
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
。

イ　

辞
書
か
ら
学
ん
だ
こ
と
を
心
の
糧
と
し
て
大
切
に
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
。

ウ　

辞
書
作
り
の
苦
労
に
思
い
を
は
せ
て
辞
書
を
読
ん
で
い
っ
て
ほ
し
い
。

エ　

辞
書
を
自
分
た
ち
の
財
産
と
し
て
今
後
も
守
っ
て
い
っ
て
ほ
し
い
。

オ　

辞
書
を
読
む
こ
と
の
お
も
し
ろ
さ
に
目
覚
め
て
い
っ
て
ほ
し
い
。

50
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解
法
の
解
説

⑴　

指
示
語
の
内
容
を
つ
か
む
　

小
説
や
随
筆
な
ど
の
文
学
的
文
章
に
お
い
て
も
、
指
示

語
の
指
し
示
す
内
容
を
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
が
、
読
解
の
基
本
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
に

は
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。
指
し
示
す
内
容
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
そ
の
指
示
語
の
前
に

書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
頭
に
入
っ
て
い
れ
ば
、
そ
の
部
分
を
注
意
深
く
読
む
こ
と

に
よ
っ
て
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。

こ
こ
で
の
「
そ
う
い
う
話
」
と
は
、
直
後
に
「
〜
に
比
べ
る
と
、
辞
書
を
読
む
の
は
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
筆
者
が
、
最
初
の
段
落
で
、「
辞
書
を
読
む
」
こ
と
と
対
比
す
る
形

で
取
り
上
げ
て
い
る
「
読
む
話
」、
つ
ま
り
、「
電
話
帳
を
読
む
（
話
）」（
１
行
目
）「
列

車
時
刻
表
を
熟
読
す
る
（
話
）」（
３
・
４
行
目
）
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
指

示
内
容
を
と
ら
え
た
後
、
設
問
の
文
の
「
ど
う
い
う
話
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま

す
か
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
こ
で
筆
者
は
、（
辞
書
を
「
読
む
」
と
い
う

こ
と
も
あ
ま
り
一
般
的
で
は
な
い
が
）「
電
話
帳
」
や
「
列
車
時
刻
表
」
を
読
む
の
に
比

べ
れ
ば
、「
辞
書
」
を
読
む
こ
と
は
、「
は
る
か
に
正
統
的
で
あ
る
。
む
し
ろ
常
識
的
す
ぎ

て
気
が
ひ
け
る
く
ら
い
だ
」（
６
・
７
行
目
）
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
、
筆
者
が
、

「
そ
う
い
う
話
」
を
「
正
統
的
」
で
な
い
も
の
、
非
「
常
識
的
」
な
も
の
と
と
ら
え
て
い

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ
に
あ
て
は
ま
る
選せ
ん

択た
く

肢し

を
選
び
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
小
説
に
お
け
る
登
場
人
物
の
心
情
把は

握あ
く

と
同
様
、
随
筆
に
お
い
て
も
筆

者
の
思
い
・
考
え
を
読
み
取
る
と
い
う
こ
と
が
、
問
題
を
解
く
上
で
は
特
に
必
要
と
さ
れ

ま
す
。

⑵　

比
喩
表
現
を
つ
か
む
　

文
章
の
中
に
お
い
て
、
書
き
手
は
、
自
分
の
伝
え
た
い
こ

と
を
、
よ
り
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
た
め
に
比
喩
表
現
を
用
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の

表
現
の
意
味
を
つ
か
む
と
い
う
こ
と
は
、
文
章
全
体
を
読
解
す
る
上
で
非
常
に
重
要
な
こ

と
で
す
。

本
文
の
筆
者
は
、
直
前
の
「
実
用
派
は
そ
ん
な
と
こ
ろ
を
見
る
こ
と
が
な
い
」
と
い
う

こ
と
を
指
し
て
、「（
そ
れ
で
は
）
せ
っ
か
く
の
宝
が
眠
っ
た
ま
ま
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い

ま
す
。
こ
こ
か
ら
、「
せ
っ
か
く
の
宝
」
は
、「
そ
ん
な
と
こ
ろ
」
の
指
示
内
容
で
あ
る

「
日
常
よ
く
使
わ
れ
る
こ
と
ば
に
つ
い
て
い
る
、
こ
ま
か
い
説
明
」
を
表
し
て
い
る
と
わ

か
り
ま
す
。
さ
ら
に
「
眠
っ
た
ま
ま
で
あ
る
」
と
い
う
擬
人
法
表
現
の
意
味
を
合
わ
せ
て

考
え
て
み
る
と
、
こ
の
比
喩
表
現
が
「
日
常
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
ば
に
つ
い
て
い
る
、

こ
ま
か
い
説
明
」
を
読
ま
な
い
よ
う
な
辞
書
の
使
い
方
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
わ
か
る

は
ず
で
す
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
「
実
用
派
」
の
人
の
辞
書
の
使
い
方
が
具
体
的
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
部
分
を
本
文
中
か
ら
見
つ
け
て
み
ま
し
ょ
う
。「
辞
書
は
引
く
も
の
と
割
り

切
っ
て
い
る
実
用
派
は
知
ら
な
い
語
ば
か
り
を
相
手
に
す
る
」（
14
・
15
行
目
）
の
部
分

で
、「
実
用
派
」
の
辞
書
の
使
い
方
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
部
分
の
こ
と
ば
を
用

い
て
、
設
問
の
問
い
か
け
に
対
応
す
る
形
に
直
し
て
、
答
え
を
書
き
ま
す
。

⑶　

心
情
を
つ
か
む
　

描
か
れ
て
い
る
体
験
か
ら
、
そ
の
体
験
を
持
っ
た
者
の
心
情
を

読
み
取
る
と
い
う
こ
と
が
、
随
筆
の
読
解
で
は
不
可
欠
で
す
。

「
昔
、
中
学
生
の
と
き
、
〜
い
い
気
持
ち
だ
。」（
21
〜
31
行
目
）
ま
で
の
二
段
落
で
は
、

筆
者
の
実
際
の
体
験
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
、
筆
者
の
辞
書
に
対
し
て
抱
い

た
思
い
の
変
化
を
読
み
取
り
ま
し
ょ
う
。「
し
か
た
が
な
い
か
ら
英
和
辞
書
を
開
い
て
ぼ

ん
や
り
な
が
め
て
い
る
と
気
が
ま
ぎ
れ
る
」（
22
・
23
行
目
）
と
あ
る
よ
う
に
、
筆
者
に

し
て
も
最
初
か
ら
、
辞
書
を
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
て
読
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
筆
者
の
、「
辞
書
を
読
む
こ
と
の
お
も
し
ろ
さ
」
の
発
見
が
、

傍
線
部
分
で
は
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
前
の
「
そ
の
つ
も
り
に
な
っ
て
す
こ
し
ず

つ
読
み
進
ん
で
、
と
う
と
う
全
巻
を
読
み
終
え
た
」（
24
行
目
）
と
は
、
筆
者
が
、
辞
書

の
細
か
い
部
分
ま
で
て
い
ね
い
に
読
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
前
の
部
分
で

筆
者
は
、「
そ
れ
（
＝
知
ら
な
い
語
ば
か
り
を
相
手
に
す
る
こ
と
）
で
は
親
し
み
も
わ
か

な
い
道
理
だ
」（
15
行
目
）、「
そ
こ
（
＝
わ
か
り
切
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
こ
と
ば
の

項
を
て
い
ね
い
に
読
む
こ
と
）
を
の
み
こ
ま
な
い
と
辞
書
と
は
仲
良
し
に
な
れ
な
い
」

（
20
行
目
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
辞
書
の
全
巻
を
読
み
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終
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
辞
書
に
対
し
て
「
親
し
み
が
わ
い
た
」、「
辞
書
と
仲
良
し
に

な
っ
た
」
と
い
う
気
持
ち
を
、
筆
者
が
抱
い
た
と
い
う
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

⑷　

内
容
を
つ
か
む
　

文
章
の
展
開
・
内
容
を
押
さ
え
、
そ
こ
か
ら
、
筆
者
の
考
え
を

読
み
取
る
こ
と
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
、
あ
る
部
分
の
要
旨
を
問
わ

れ
る
よ
う
な
問
題
の
場
合
、
記
述
に
よ
る
解
答
を
要
求
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
あ
る
の
で
、

そ
の
よ
う
な
解
答
形
式
に
慣
れ
、
解
答
作
成
の
コ
ツ
を
身
に
つ
け
て
お
く
と
い
う
こ
と
も

大
事
な
こ
と
で
す
。

本
文
で
は
、「
い
ま
は
亡
き
辞
書
作
り
の
〜
」（
32
行
目
〜
）
以
後
で
、
辞
書
を
読
む
こ

と
の
お
も
し
ろ
さ
や
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
が
お
も
し
ろ
い
の
か
が
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い

ま
す
。「
よ
そ
の
町
を
そ
ぞ
ろ
歩
き
す
る
の
に
似
て
い
な
い
こ
と
も
な
い
」（
39
・
40
行
目
）、

「
辞
書
を
読
む
の
に
は
旅
の
道
行
き
の
愉
し
さ
が
あ
る
」（
43
行
目
）
と
、
辞
書
を
読
む
お

も
し
ろ
さ
が
「
旅
行
」
の
お
も
し
ろ
さ
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
部
分

を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
前
後
に
あ
る
「
予
測
を
許
さ
な
い
と
こ
ろ

が
実
に
愉
し
い
」、「
思
い
が
け
な
い
も
の
が
待
ち
伏
せ
て
い
て
び
っ
く
り
さ
せ
ら
れ
る
」

の
部
分
に
目
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。
こ
こ
で
設
問
に
も
ど
る
と
、
設
問
で

は
、「
旅
行
好
き
な
人
」
と
「
辞
書
を
読
む
こ
と
の
好
き
な
人
」
と
の
共
通
点
が
問
わ
れ

て
い
る
の
で
、「
旅
行
」
と
「
辞
書
を
読
む
こ
と
」
の
共
通
点
で
あ
る
「
予
測
が
で
き
な

い
（
思
い
が
け
な
い
も
の
が
待
ち
伏
せ
て
い
る
）
点
。」
だ
け
で
は
解
答
と
し
て
は
不
十

分
で
す
。「（
予
測
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
）
愉
し
い
」
に
あ
た
る
内
容
を
書
き
落
と
さ
な
い

よ
う
に
注
意
し
て
、
答
え
を
作
成
し
ま
す
。

⑸　

主
題
を
つ
か
む
　

随
筆
や
小
説
な
ど
の
文
学
的
文
章
で
は
、
必
ず
し
も
主
題
が
結

論
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
最
初
や
最
後
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
本
文
全

体
を
通
し
て
、
主
題
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

本
文
で
は
、
辞
書
を
読
む
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
か

ら
、
筆
者
の
思
い
が
、
こ
の
こ
と
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で

す
。
ま
ず
、
本
文
中
か
ら
、
筆
者
の
辞
書
を
読
む
こ
と
に
対
す
る
思
い
が
中
心
的
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
部
分
を
探
し
て
み
ま
し
ょ
う
。「
旅
行
好
き
な
人
な
ら
辞
書
を
読
む
の
も
好

き
に
な
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
旅
行
な
ど
面
倒
だ
と
い
う
不
精
も
の
に
も
ぼ
ん
や
り
辞
書
を

な
が
め
て
い
る
の
は
楽
し
い
ひ
ま
つ
ぶ
し
に
な
る
。
つ
ま
り
人
間
な
ら
だ
れ
で
も
辞
書
を

読
む
愉
し
み
が
わ
か
る
は
ず
」（
48
〜
51
行
目
）
と
い
う
部
分
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
、

だ
れ
が
読
ん
で
も
楽
し
い
も
の
で
あ
る
辞
書
を
読
ま
な
い
の
は
、「
せ
っ
か
く
の
宝
が

眠
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。
も
っ
た
い
な
い
」（
17
・
18
行
目
）
な
ど
の
部
分
か
ら
、
み
ん
な

に
辞
書
を
読
ん
で
楽
し
ん
で
ほ
し
い
、
楽
し
む
べ
き
だ
と
い
う
、
こ
の
文
章
を
書
い
た
筆

者
の
思
い
に
合
っ
て
い
る
選
択
肢
を
選
び
ま
す
。

随
筆
文
は
、
伝
え
た
い
こ
と
を
論
理
的
に
説
明
し
て
い
く
と
い
う
説
明
文
・
論
説
文
と

は
異
な
り
、
そ
れ
を
書
い
た
筆
者
の
個
性
や
人
柄
、
も
の
の
感
じ
方
や
考
え
方
に
触
れ
る

も
の
で
す
。
本
文
の
場
合
、
普
通
は
「
道
具
」
と
し
て
用
い
ら
れ
る
辞
書
が
、
実
は
「
読

み
物
」
と
し
て
お
も
し
ろ
い
も
の
な
の
だ
と
い
う
筆
者
の
考
え
方
に
触
れ
る
と
い
う
こ
と

が
、
こ
の
文
章
の
お
も
し
ろ
さ
を
味
わ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
口
に
文
学
的
文
章
（
特
に
随
筆
の
場
合
）
と
言
っ
て
も
、
そ
の
中
身
は
多
種
多
様
な

も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
こ
れ
こ
の
よ
う
な
読
み
方
を
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
文
章
の

読
解
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
と
は
言
う
も
の
の
、
文
章
を
読
む
際
の

心
が
け
と
し
て
、
叙
述
の
順
序
に
そ
っ
て
話
題
の
中
心
を
つ
か
む
こ
と
、
文
章
の
主
題
や

要
旨
を
つ
か
む
こ
と
に
は
や
は
り
留
意
し
て
お
く
べ
き
で
し
ょ
う
。
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2
１　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

小
さ
な
ラ
ム
ネ
瓶
は
大
き
さ
の
割
り
に
早
く
沈
ん
で
い
っ
た
。
底
に
つ
く
や
い
な
や
、

根
元
ラ
ム
ネ
は
猛
然
と
も
が
き
あ
が
っ
て
き
た
。
手
を
ば
ら
ば
ら
に
ふ
り
ま
わ
し　
　

た
つ
も
り
が
、
水
の
中
だ
か
ら
自
由
が
き
か
な
い
も
の
だ
か
ら
、
と
て
も

①

動

か
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
と
に
か
く
水
面
に
頭
が
出
た
だ
け
で
、
す
ぐ
に
沈
没
し

て
い
っ
た
。
洋ひ
ろ
し

が
あ
ざ
や
か
に
跳と

び
込
み
、
根
元
少
年
を
引
き
上
げ
た
。

　
　

水
、
み
、
み
ず
、
の
ん
だ
。

根
元
少
年
が
苦
し
気
に
訴
え
た
。

①
ち
ょ
っ
と
ぐ
ら
い
の
ま
ん
こ
と
に
は
泳
が
れ
る
よ
う
に
な
ら
へ
ん
。

洋
は
冷
淡
に
言
っ
た
。
根
元
少
年
は
う
な
ず
き
、
う
な
ず
き
な
が
ら
少
し
水
を
吐
い

た
。

安あ

芸き

く
ん
も
や
っ
て
み
る
か
。

Ⓐ
う
な
ず
い
た
だ
け
で
、
深
呼
吸
し
た
。
プ
ー
ル
の
中
か
ら
見
上
げ
る
と
白
い
す
ら

り
と
し
た
脚
が
よ
け
い
長
く
し
な
や
か
に
見
え
、
こ
れ
だ
と
絶
対
泳
げ
る
体
つ
き
に
見

え
た
。

け
れ
ど
安
芸
ラ
ム
ネ
も
落
ち
る
と
こ
ろ
ま
で
は
落
ち
着
い
て
い
た
も
の
の
、
あ
と
は

水
を
か
き
む
し
る
よ
う
に
し
て
あ
が
っ
て
き
て
、
す
ぐ
に
沈
没
と
い
う
の
は
同
じ
だ
っ

た
。洋

は
浮う
き

輪わ

が
わ
り
に
上
手
に
つ
き
そ
い
、
伊い

代よ

を
浅
い
と
こ
ろ
へ
誘
導
し
た
。

　
　

も
う
い
っ
ぺ
ん
や
っ
て
み
る
か
？

お
だ
や
か
に
た
ず
ね
た
の
に
、
根
元
少
年
は
、

な
ん
べ
ん
で
も
や
っ
た
る
が
や
…
…
。

と
負
け
ず
ぎ
ら
い
な
と
こ
ろ
を
発
揮
し
た
。

　
　

わ
た
し
も
、
や
ら
せ
て
も
ら
い
ま
す
。

伊
代
も
負
け
て
い
な
か
っ
た
。

②
ふ
た
り
は
か
わ
り
ば
ん
こ
に
落
っ
こ
ち
と
も
が
き
あ
が
り
、
沈
没
、
引
き
上
げ
ら

れ
る　
　

の
コ
ー
ス
を
く
り
返
し
た
。
ど
ち
ら
も

②

水
を
の
ん
で
い
た
が
、
洋

は
見
て
見
な
い
ふ
り
を
し
た
。
同
情
は
禁
物
、
下
手
な
同
情
は
連
帯
を
否
定
す
る
こ
と

に
な
る
。
洋
は
＊
ポ
ー
カ
ー
・
フ
ェ
イ
ス
で
、
は
ァ
い
、
も
う
一
度
…
…
を
く
り
返
し

た
。
ふ
た
り
と
も
少
し
ず
つ
疲
れ
て
く
る
の
で
、
洋
の
引
き
上
げ
作
業
が
ど
う
し
て
も

手
荒
く
な
り
、
と
り
わ
け
伊
代
の
体
に
ふ
れ
る
と
き
に
気
を
つ
か
わ
な
い
と
い
け
な
い

の
で
、
洋
も
少
し
ず
つ
気
疲
れ
し
て
き
た
。

そ
れ
で
も
、
夕
暮
れ
が
プ
ー
ル
の
上
に
お
り
て
く
る
ま
で
、
三
人
は
ラ
ム
ネ
落
下
浮

上
引
き
上
げ
作
業
を
く
り
返
し
た
。
三
人
と
も
目
が
充
血
し
、
体
も
冷
え
て
き
て
い
る

は
ず
な
の
に
、
夢
中
で
続
け
て
い
た
。

本
日
は
こ
れ
ま
で
ェ
。

洋
が
掛か
け

声ご
え

を
か
け
、
ふ
た
り
は
プ
ー
ル
・
サ
イ
ド
に
よ
じ
の
ぼ
ろ
う
と
し
た
が
、
体

が
綿
の
よ
う
で
、

③

よ
り
か
か
る
の
が
精
一
杯
だ
っ
た
。
洋
は
ふ
た
り
を
引
き

上
げ
、
励
ま
し
て
タ
オ
ル
で
し
っ
か
り
体
を
ふ
か
せ
る
こ
と
に
し
た
。
更
衣
室
に
消
え

た
伊
代
を
見
送
り
な
が
ら
、

　

こ
う
い
う
と
き
褌

ふ
ん
ど
し

は
便
利
や
ろ
。
こ
の
場
で
ふ
け
る
。

と
、
洋
が
笑
い
か
け
た
が
、
根
元
少
年
は
、
Ⓑ
う
な
ず
く
の
が
や
っ
と
ら
し
か
っ
た
。

職
員
室
へ
引
き
返
す
と
、
中
井
さ
ん
の
奥
さ
ん
が
思
い
が
け
な
い
も
の
を
用
意
し
て

待
っ
て
い
て
く
れ
た
。
熱
い
＊
飴あ
め

湯ゆ

。
主
人
に
言
い
つ
か
っ
て
作
っ
た
も
ん
だ
が
、
ま

あ
、
一
杯
や
っ
て
ち
ょ
…
…
。

③
甘
さ
と
熱
さ
が
Ⓐ
臓
Ⓑ
腑ぷ

に
し
み
渡
っ
て
い
く
の
が
、
三
人
と
も
は
っ
き
り

と
分
か
っ
た
。

〈
今
江
祥
智
「
牧
歌
」
よ
り
〉

５101520

2530354045
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学
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（
注
）　

ポ
ー
カ
ー
・
フ
ェ
イ
ス
＝
無
表
情
な
顔
。
内
心
を
顔
色
に
表
さ
な
い
こ
と
。

飴
湯
＝
水
飴
を
湯
に
溶
か
し
少
量
の
ニ
ッ
キ
を
加
え
た
飲
み
物
。

⑴　

①

〜

③

に
入
る
最
も
適
切
な
こ
と
ば
を
そ
れ
ぞ
れ
次
か
ら
選
び
、
記
号

で
答
え
な
さ
い
。

ア　

か
な
り　

イ　

わ
ず
か
に　

ウ　

ふ
わ
ふ
わ

エ　

の
ろ
の
ろ　

オ　

さ
っ
さ
と　

カ　

ぐ
っ
た
り
と

①

②

③

⑵　

線
①
「
ち
ょ
っ
と
ぐ
ら
い
の
ま
ん
こ
と
に
は
泳
が
れ
る
よ
う
に
な
ら
へ
ん
。
洋

は
冷
淡
に
言
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
洋
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
言
い
方
を
し
た
の
で
す

か
。
そ
の
理
由
に
あ
た
る
一
文
を
本
文
中
か
ら
書
き
抜
い
て
答
え
な
さ
い
。

⑶　

線
②
「
ふ
た
り
は
か
わ
り
ば
ん
こ
に
落
っ
こ
ち
と
も
が
き
あ
が
り
、
沈
没
、
引

き
上
げ
ら
れ
る　
　

の
コ
ー
ス
を
く
り
返
し
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
「
ふ

た
り
」
の
こ
と
を
比ひ

喩ゆ

を
用
い
て
表
し
て
い
る
こ
と
ば
を
一
つ
、
本
文
中
か
ら
書
き
抜

い
て
答
え
な
さ
い
。

⑷　

線
Ⓐ
「
う
な
ず
い
た
だ
け
で
、
深
呼
吸
し
た
」、
Ⓑ
「
う
な
ず
く
の
が
や
っ
と

ら
し
か
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
表
し
て
い
る
様
子
と
し
て
適
切
な
も
の

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

ア　

張
り
切
っ
て
い
る
様
子
。　

イ　

相
手
を
気
づ
か
っ
て
い
る
様
子
。

ウ　

疲
れ
切
っ
て
い
る
様
子
。　

エ　

ふ
て
く
さ
れ
て
い
る
様
子
。

オ　

緊
張
し
て
い
る
様
子
。　

カ　

反
抗
的
に
な
っ
て
い
る
様
子
。

Ⓐ

Ⓑ

⑸　

―
―
線
③
「
甘
さ
と
熱
さ
が
Ⓐ
臓
Ⓑ
腑
に
し
み
渡
っ
て
い
く
の
が
、
三
人
と
も

は
っ
き
り
と
分
か
っ
た
」
に
つ
い
て
、
次
の
そ
れ
ぞ
れ
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

①
「
Ⓐ
臓
Ⓑ
腑
」
の
Ⓐ
・
Ⓑ
に
は
そ
れ
ぞ
れ
漢
数
字
が
入
り
、「
体
の
す
み

ず
み
」
と
い
う
意
味
の
四
字
熟
語
に
な
り
ま
す
。
こ
の
四
字
熟
語
を
完
成
さ
せ
る
、

に
入
る
適
切
な
漢
数
字
を
答
え
な
さ
い
。

Ⓐ

Ⓑ

②　

こ
の
時
の
「
三
人
」
の
気
持
ち
を
表
し
た
こ
と
ば
と
し
て
適
切
と
考
え
ら
れ
る
も

の
を
次
か
ら
二
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

劣
等
感　

イ　

優
越
感　

ウ　

徒
労
感

エ　

充
実
感　

オ　

挫ざ

折せ
つ

感　
　
　

カ　

爽そ
う

快か
い

感

⑹　

本
文
の
特
徴
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

語
句
の
省
略
が
リ
ズ
ム
感
を
出
し
て
い
る
文
章
で
あ
り
、
努
力
が
無
駄
に
終
わ
っ

た
三
人
の
心
理
を
描
い
て
い
る
。

イ　

比
喩
が
巧
み
な
文
章
で
あ
り
、
根
元
少
年
の
目
を
通
し
て
登
場
人
物
の
微
妙
な
心

理
を
効
果
的
に
描
い
て
い
る
。

ウ　

会
話
文
を
多
用
し
た
文
章
で
あ
り
、
水
泳
の
練
習
に
懸
命
に
打
ち
込
む
三
人
の
心

の
結
び
つ
き
を
描
い
て
い
る
。

エ　

方
言
を
用
い
た
文
章
で
あ
り
、
洋
が
む
り
や
り
に
泳
が
せ
よ
う
と
し
て
い
る
気
持

ち
を
巧
み
に
描
い
て
い
る
。

SAM
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２　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

高
校
生
の
「
わ
た
し
（
た
み
子
）」
は
、
夏
休
み
に
弟
の
「
信
次
郎
」
と
一
緒

に
田
舎
の
祖
母
の
家
に
泊
ま
り
に
行
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
い
と
こ
で
「
わ
た

し
」
と
同
じ
年
の
「
み
な
子
」
も
来
て
い
た
。
あ
る
日
、
町
か
ら
の
買
物
の
帰

り
に
、「
わ
た
し
」
と
「
信
次
郎
」
は
人
目
に
つ
か
な
い
所
に
あ
る
滝た
き

の
近
く

で
蛇へ
び

に
で
あ
っ
た
。「
わ
た
し
」
は
び
っ
く
り
し
て
跳と

び
は
ね
、
一
分
間
く
ら

い
さ
け
び
つ
づ
け
た
。
そ
れ
か
ら
幾
日
か
が
過
ぎ
た
。

あ
る
午
後
、
信
次
郎
が
み
な
子
を
つ
れ
て
花は
な

桐ぎ
り

の
木
の
下
に
や
っ
て
き
た
。

「
滝
に
行
こ
う
。」
と
、
彼
は
誘
っ
た
。「
み
な
ち
ゃ
ん
が
、
い
っ
ぺ
ん
み
た
い
っ
て

言
う
ん
だ
。」

わ
た
し
の
頭
に
そ
の
時
、
ぱ
っ
と
浮
か
ん
だ
の
は
蛇
だ
。
水
面
を
長
い
Ｓ
の
字
に
泳

い
で
い
る
蛇
の
姿
だ
っ
た
。
そ
う
思
う
ま
も
な
く
、
鳥
肌
立
っ
て
い
た
。

「
信
ち
ゃ
ん
が
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
る
と
言
う
の
。」

み
な
子
は
白
い
日
よ
け
の
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
い
る
。
わ
た
し
が
行
か
な
く
て
も
、
信

次
郎
と
み
な
子
は
出
か
け
る
だ
ろ
う
。
す
る
と
、
わ
た
し
は
い
つ
の
ま
に
か
立
ち
あ

が
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
に
こ
に
こ
と
み
な
子
と
並
ん
で
い
る
信
次
郎
に
、

「
あ
ん
た
、
姉
さ
ん
の
帽
子
を
取
っ
て
き
て
！
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。（
ア
）

「
ち
ぇ
っ
。」
と
信
次
郎
は
舌
打
ち
を
し
て
家
の
方
へ
走
っ
て
帰
っ
た
。
や
が
て
帽
子

を
ひ
ら
ひ
ら
さ
せ
な
が
ら
、
信
次
郎
は
大
急
ぎ
で
も
ど
っ
て
き
た
。

山
道
を
歩
い
て
く
だ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
三
人
で
手
を
つ
な
ぎ
合
っ
て
草
の
中
を
ガ

サ
ガ
サ
ガ
サ
ガ
サ
と
降
り
て
行
っ
た
。
わ
た
し
の
頭
の
中
は
も
う
こ
の
あ
た
り
か
ら
蛇

の
こ
と
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
た
。

「
①
信
次
郎
、
蛇
が
い
た
ら
早
く
言
う
の
よ
。」
わ
た
し
が
思
わ
ず
そ
う
言
う
と
、
み

な
子
が
と
た
ん
に
お
び
え
だ
し
た
。

「
蛇
が
出
る
の
？
」

「
②
出
る
の
よ
。
す
ご
く
長
い
の
が
。」
言
い
な
が
ら
、
わ
た
し
は
快
感
を
お
ぼ
え
た
。

「
そ
ん
な
こ
と
信
ち
ゃ
ん
、
言
わ
な
か
っ
た
わ
。」
み
な
子
は
草
の
中
で
突
っ
立
っ
て

い
た
。

「
一
匹
小
さ
い
の
が
、
に
ょ
ろ
っ
と
出
た
だ
け
だ
よ
。」

「
出
た
の
？　

あ
あ
、
出
た
ん
じ
ゃ
な
い
の
！
」

わ
た
し
は
み
な
子
の
顔
を
み
て
い
る
う
ち
に
、
ま
す
ま
す
③
気
分
が
よ
く
な
っ
て
き

た
。「

そ
の
蛇
、
わ
た
し
の
足
も
と
に
、
に
ょ
ろ
に
ょ
ろ
っ
と
出
て
き
た
の
よ
。
青
い
色

を
し
て
て
、
灰
色
み
た
い
な
＊
斑は
ん

点て
ん

が
あ
っ
た
わ
。」

「
う
そ
だ
よ
。
ま
だ
ら
の
蛇
な
ん
て
い
る
も
ん
か
。」

「
だ
っ
て
み
た
ん
だ
も
の
。
足
も
と
な
の
よ
、
蛇
は
。」

み
な
子
は
震
え
だ
し
た
。（
イ
）

「
せ
っ
か
く
来
た
ん
だ
。」
と
、
信
次
郎
。

「
行
き
ま
し
ょ
う
。
大
丈
夫
。
わ
た
し
が
み
つ
け
た
ら
、
石
を
投
げ
て
や
る
わ
。」

④
不
思
議
な
こ
と
だ
が
、
本
当
に
わ
た
し
は
そ
れ
が
で
き
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
み

な
子
が
お
そ
ろ
し
が
っ
て
い
る
あ
い
だ
は
、
わ
た
し
は
蛇
を
そ
ん
な
に
こ
わ
が
ら
な
い

で
い
ら
れ
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
わ
た
し
は
ず
い
ぶ
ん
意
地
の
悪
い
女
の
子
に
な
っ
て

い
た
。

草
や
ぶ
を
降
り
き
る
と
、
滝
に
出
た
。

「
蛇
は
ど
の
あ
た
り
か
ら
出
た
の
。」
と
み
な
子
が
大
き
な
声
で
訊き

く
。
み
な
子
は
そ

う
し
て
い
て
も
気
が
気
で
な
い
よ
う
だ
っ
た
。（
ウ
）

「
む
こ
う
よ
。」

【
指
で
さ
し
て
み
せ
る
と
、
み
な
子
は
じ
っ
と
目
で
追
っ
て
い
る
。
わ
た
し
は
そ
ん

な
み
な
子
の
柔
ら
か
そ
う
な
髪
の
毛
と
、
少
し
も
日
に
焼
け
な
い
人
形
の
よ
う
に
白
い

横
顔
を
み
た
。
そ
れ
か
ら
、
じ
ぶ
ん
の
硬
く
て
黒
い
頭
髪
と
少
し
も
女
の
子
ら
し
く
な

い
黒
い
顔
の
こ
と
を
思
っ
た
の
で
あ
る
。】

５1015
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わ
た
し
た
ち
は
大
き
な
蔭か

げ

の
下
に
い
た
。
木
の
繁し

げ

り
が
滝
の
上
に
崖が

け

か
ら
か
ぶ
さ
っ

て
い
た
。
水
し
ぶ
き
は
霧
に
な
っ
て
岩
場
全
体
を
舞
っ
て
い
る
。

「
ち
ょ
っ
と
寒
く
な
っ
た
ね
。」

石
を
つ
た
っ
て
跳
ん
で
き
た
信
次
郎
が
言
っ
た
。
わ
た
し
た
ち
の
腕
は
み
ん
な
う
ぶ

毛
が
立
ち
あ
が
っ
て
い
た
。（
エ
）

蛇
が
出
た
の
は
帰
り
が
け
だ
っ
た
。
滝
か
ら
離
れ
て
石
を
跳
ん
で
も
と
の
降
り
口
に

も
ど
っ
た
。
草
の
あ
い
だ
か
ら
す
べ
り
出
て
き
た
蛇
は
、
わ
た
し
と
み
な
子
の
前
を
さ

え
ぎ
っ
た
。
み
な
子
は
さ
け
ば
な
か
っ
た
。（
オ
）
わ
た
し
の
腕
を
無
言
で
し
っ
か
り

つ
か
ん
で
い
た
。

⑤
「
大
丈
夫
。」

わ
た
し
は
う
な
ず
い
た
。
そ
の
く
せ
、
な
に
が
大
丈
夫
な
の
か
、
じ
っ
と
ふ
た
り
で

立
っ
た
ま
ま
だ
っ
た
。
蛇
は
何
色
と
は
ひ
と
く
ち
に
言
え
な
い
よ
う
な
色
を
し
て
い
た
。

青
い
よ
う
で
黒
味
が
か
っ
て
、
し
か
も
灰
色
み
た
い
な
色
を
し
て
い
た
。
斑
点
な
ど
は

ど
こ
に
も
な
い
。
そ
の
気
味
の
悪
い
青
と
黒
と
灰
色
の
混
合
色
が
、
に
ょ
ろ
に
ょ
ろ
と

動
い
た
。
わ
た
し
は
ぞ
く
っ
と
身
震
い
し
た
。
そ
し
て
⑥
じ
ぶ
ん
の
足
が
と
て
も
遠
い

遠
い
と
こ
ろ
で
蛇
を
め
が
け
て
一
個
の
小
石
を
け
と
ば
す
の
を
み
た
。
Ｓ
の
字
が
反
転

し
ま
た
反
転
し
土
の
上
で
尻し
っ

尾ぽ

を
叩た

た

き
、
石
の
上
を
す
べ
っ
て
、
ひ
ら
ひ
ら
光
り
な
が

ら
草
の
中
へ
か
く
れ
こ
ん
で
行
っ
た
。

「
ど
う
し
た
の
。」
草
の
あ
い
だ
か
ら
信
次
郎
の
首
が
の
び
あ
が
っ
て
い
る
。

「
た
み
ち
ゃ
ん
が
ね
。」
み
な
子
は
興
奮
し
た
声
で
さ
け
ん
だ
。「
た
み
ち
ゃ
ん
が
ね
、

蛇
に
石
を
投
げ
た
の
。
蛇
に
命
中
さ
せ
た
の
よ
。」

信
次
郎
は
大
き
な
声
で
突
然
笑
い
だ
し
た
。
⑦「
嘘う

そ

言
っ
て
ら
あ
！
」
と
、
弟
は
そ

う
言
っ
て
笑
っ
た
の
で
あ
る
。

〈
村
田
喜
代
子
「
鍋
の
中
」
よ
り
〉

（
注
）　

斑
点
＝
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
あ
る
点
。
ま
だ
ら
。

⑴　

本
文
か
ら
は
次
の
一
文
が
抜
け
て
い
ま
す
。
こ
の
文
が
入
る
最
も
適
切
な
箇
所
を
本

文
中
の
（
ア
）
〜
（
オ
）
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

〈
彼
女
は
し
ん
と
硬
直
し
た
の
だ
。〉

⑵　

線
①
「
信
次
郎
、
蛇
が
い
た
ら
早
く
言
う
の
よ
」
と
言
う
「
わ
た
し
」
の
気
持

ち
を
、「
〜
気
持
ち
。」
と
い
う
形
で
、
十
五
字
以
内
（
句
読
点
も
字
数
に
数
え
ま
す
）

で
答
え
な
さ
い
。

⑶　

線
②
「
出
る
の
よ
。
す
ご
く
長
い
の
が
」
と
言
う
「
わ
た
し
」
の
気
持
ち
を
、

「
み
な
子
」
と
い
う
こ
と
ば
を
必
ず
用
い
て
、「
〜
気
持
ち
。」
と
い
う
形
で
、
二
十
字

以
内
（
句
読
点
も
字
数
に
数
え
ま
す
）
で
答
え
な
さ
い
。

⑷　

線
③
「
気
分
が
よ
く
な
っ
て
き
た
」
に
つ
い
て
、
次
の
そ
れ
ぞ
れ
の
問
い
に
答

え
な
さ
い
。

①　

こ
れ
と
同
じ
「
わ
た
し
」
の
気
持
ち
が
直
接
表
現
さ
れ
て
い
る
部
分
を
、
本
文
中

か
ら
十
字
以
内
で
書
き
抜
い
て
答
え
な
さ
い
。

②　

こ
の
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
自
分
自
身
の
こ
と
を
、「
わ
た
し
」
が
ど
の
よ
う
に

感
じ
て
い
た
か
が
わ
か
る
一
文
を
本
文
中
か
ら
書
き
抜
い
て
答
え
な
さ
い
。
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⑸　

線
④
「
不
思
議
な
こ
と
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
時
の
「
わ
た
し
」
に
と
っ
て
、

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
「
不
思
議
な
こ
と
」
に
思
え
た
の
で
す
か
。「
〜
こ
と
。」

と
い
う
形
で
、
四
十
五
字
以
内
（
句
読
点
も
字
数
に
数
え
ま
す
）
で
答
え
な
さ
い
。

⑹　
【　

】
の
部
分
か
ら
、
ふ
だ
ん
「
わ
た
し
」
が
「
み
な
子
」
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な

気
持
ち
を
い
だ
い
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
選

び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

劣
等
感　

イ　

優
越
感

ウ　

連
帯
感　

エ　

親
近
感

⑺　

線
⑤
「『
大
丈
夫
。』
わ
た
し
は
う
な
ず
い
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
時
の

「
わ
た
し
」
の
様
子
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え

な
さ
い
。

ア　

み
な
子
の
お
か
げ
で
蛇
に
対
す
る
恐
怖
感
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
、
自
信
に
満

ち
あ
ふ
れ
て
い
る
様
子
。

イ　

み
な
子
を
気
づ
か
う
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
て
、
現
れ
た
蛇
に
対
し
て

注
意
が
向
い
て
い
な
い
様
子
。

ウ　

蛇
を
目
の
前
に
し
な
が
ら
意
外
に
も
落
ち
着
い
て
い
る
み
な
子
に
負
け
ま
い
と
し

て
平
静
を
よ
そ
お
っ
て
い
る
様
子
。

エ　

恐
怖
感
を
持
ち
な
が
ら
も
、
自
分
を
頼
り
に
す
る
み
な
子
の
気
持
ち
に
応こ
た

え
る
た

め
に
気
丈
に
ふ
る
ま
お
う
と
し
て
い
る
様
子
。

⑻　

線
⑥
「
じ
ぶ
ん
の
足
が
と
て
も
遠
い
遠
い
と
こ
ろ
で
蛇
を
め
が
け
て
一
個
の
小

石
を
け
と
ば
す
の
を
み
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
表
現
に
よ
っ
て
「
わ
た

し
」
の
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
が
表
さ
れ
て
い
ま
す
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
選

び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

ほ
ん
の
一
瞬
の
自
分
自
身
の
行
動
を
客
観
的
に
見
て
い
ら
れ
る
ほ
ど
落
ち
着
い
て

い
る
気
持
ち
。

イ　

蛇
に
む
か
っ
て
石
を
け
っ
た
自
分
の
行
動
が
、
自
分
自
身
で
も
信
じ
ら
れ
な
い
と

感
じ
て
い
る
気
持
ち
。

ウ　

自
分
自
身
の
気
持
ち
と
は
裏
腹
に
、
思
わ
ず
石
を
け
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
蛇
を
憎
ん

で
い
る
気
持
ち
。

エ　

遠
く
の
蛇
に
自
分
の
け
っ
た
石
が
命
中
す
る
と
い
う
偶
然
の
で
き
ご
と
が
奇
跡
の

よ
う
に
思
え
る
気
持
ち
。

⑼　

線
⑦
「『
嘘
言
っ
て
ら
あ
！
』
と
、
弟
は
そ
う
言
っ
て
笑
っ
た
の
で
あ
る
」
と

あ
り
ま
す
が
、
弟
（
信
次
郎
）
が
「
そ
う
言
っ
て
笑
っ
た
」
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な

も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

お
そ
ら
く
蛇
は
み
な
子
が
撃
退
し
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
信
次
郎
に
と
っ
て
、

弱
虫
の
姉
を
か
ば
お
う
と
す
る
み
な
子
の
気
持
ち
が
う
れ
し
か
っ
た
か
ら
。

イ　

あ
れ
ほ
ど
蛇
を
恐
れ
て
い
た
姉
が
蛇
に
石
を
投
げ
ら
れ
る
は
ず
が
な
い
と
思
っ
て

い
る
信
次
郎
に
と
っ
て
、
み
な
子
の
話
は
突
拍
子
も
な
い
も
の
だ
っ
た
か
ら
。

ウ　

二
人
が
一
緒
に
な
っ
て
自
分
を
だ
ま
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
信
次
郎
に
と
っ
て
、

こ
の
時
の
姉
と
み
な
子
の
様
子
が
こ
っ
け
い
に
思
え
た
か
ら
。

エ　

実
際
に
は
石
を
投
げ
た
の
で
は
な
く
蹴け

っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
信

次
郎
に
と
っ
て
、
み
な
子
の
思
い
違
い
が
お
か
し
か
っ
た
か
ら
。
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1　
次
の
そ
れ
ぞ
れ
の
文
の　
　

線
部
の
漢
字
は
読
み
方
を
ひ
ら
が
な
で
、
カ
タ
カ
ナ
は

漢
字
で
書
い
て
答
え
な
さ
い
。

⑴　

猛
然
と
相
手
に
突
き
進
む
。

⑵　

相
手
に
自
分
の
気
持
ち
を
訴
え
る
。

⑶　

飲
み
こ
ん
だ
水
を
吐
き
出
す
。

⑷　

疲
れ
て
目
が
充
血
す
る
。

⑸　

正
月
に
田
舎
に
帰
る
。

⑹　

あ
ま
り
の
恐
ろ
し
さ
に
思
わ
ず
身
震
い
す
る
。

⑺　

心
な
し
か
表
情
が
硬
い
。

⑻　

学
校
で
頭
髪
の
検
査
が
あ
る
。

⑼　

船
が
チ
ン
ボ
ツ
す
る
。

⑽　

子
ど
も
を
プ
ー
ル
の
浅
い
所
へ
ユ
ウ
ド
ウ
す
る
。

⑾　

し
っ
か
り
や
れ
と
ハ
ゲ
ま
す
。

⑿　

テ
ア
ラ
い
祝
福
を
受
け
る
。

⒀　

か
ぜ
一
つ
ひ
か
な
い
ジ
ョ
ウ
ブ
な
体
。

⒁　

コ
ウ
フ
ン
さ
め
や
ら
ぬ
様
子
。

⒂　

ハ
ナ
れ
た
場
所
に
移
動
す
る
。

⒃　

日
よ
け
の
た
め
に
ボ
ウ
シ
を
か
ぶ
る
。

⒄　

風
が
ふ
い
て
落
ち
葉
が
マ
う
。

⒅　

思
う
存
分
に
力
を
ハ
ッ
キ
す
る
。

2
次
の
そ
れ
ぞ
れ
の
語
句
を
用
い
て
、
短
文
を
作
成
し
な
さ
い
。

⑴
「
鳥
肌
が
立
つ
」

⑵
「
気
が
気
で
な
い
」

こ
と
ば
の
教
室
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