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中
井
の
た
め
ぐ
ち
授
業
慣
れ
て
き
た
か
い
？

今
日
は
「
大
江
山
」
の
ラ
ス
ト
だ
よ
。
今
回
も
ハ
イ
テ
ン
シ
ョ
ン
で
や
っ
て

い
こ
う
！

●
ま
ず
予
習

さ
て
、
教
科
書
の

頁
１
行
目
「
小
式
部
、
こ
れ
よ
り
～
」
か
ら
最
後
ま
で
だ
！

へ
？

少
な
い
ん
ち
ゃ
う
ん
？
だ
っ

11

て
？

い
や
い
や
、
さ
っ
さ
と
読
み
終
わ
っ
て
、
君
ら
を
敬
語
で
苦
し
め
て
や
る
つ
も
り
な
ん
だ
。
う
し
し
し
︙
覚
悟
し
と

け
！ま

ず
は
予
習
だ
よ
。
今
回
読
む
範
囲
で
、
チ
ョ
ー
大
事
な
古
文
単
語
は
な
い
ん
で
、
今
日
は
別
の
予
習
課
題
を
出
し
と
こ
う
。

最
後
の
行
に
「
知
ら
れ
ざ
り
け
る
に
や
」
っ
て
あ
る
じ
ゃ
な
い
か
。
こ
の
「
ら
れ
」
。
そ
し
て
、
１
回
目
に
や
っ
た
範
囲
の
10

頁
３
行
目
「
歌
詠
み
に
と
ら
れ
て
詠
み
け
る
を
」
の
「
ら
れ
」
。
そ
し
て
、
５
行
目
「
局
の
前
を
過
ぎ
ら
れ
け
る
を
」
の
「
ら

れ
」
。
こ
の
３
つ
の
「
ら
れ
」
の
文
法
的
な
違
い
を
調
べ
て
も
ら
お
う
か
な
。
そ
ん
な
の
無
理
で
す
ぅ
！
だ
っ
て
？

無
理
で

は
な
い
！

後
の
２
つ
は
す
で
に
品
詞
分
解
し
た
だ
ろ
が
！

そ
れ
に
今
回
や
る
範
囲
も
品
詞
分
解
で
き
な
き
ゃ
な
ら
ん
わ
け

で
、
で
き
ん
こ
と
は
な
い
！

四
の
五
の
言
わ
ず
に
予
習
す
べ
し
！

今
回
や
る
範
囲
も
意
味
を
と
っ
と
け
よ
！

␟
ঽ
ಆ
घ
स
ख
␠

●
本
文
を
声
を
出
し
て
読
む

さ
～
て
、
授
業
開
始
！

い
つ
も
の
よ
う
に
、
ま
ず
は
全
文
の
音
読
だ
。
前
回
と
同
じ
朗
読
フ
ァ
イ
ル
を
再
生
し
て
、
一
緒

に
読
も
う
。

␟
ຨ
ഭ
ই

ॖ
ঝ
॑
ગ
ে
ख
थ

ค
प
ఠ
ഭ
घ
स
ख
␠

読
み
に
注
意
す
る
語
は
特
に
な
い
け
ど
、

頁
１
行
目
「
小
式
部
、
こ
れ
よ
り
、
歌
詠
み
の
世
に
お
ぼ
え
出
で
き
に
け
り
」

11

は
、
意
味
に
し
た
が
い
「
歌
詠
み
の
世
に
／
お
ぼ
え
／
出
で
き
に
け
り
」
と
切
っ
て
読
む
。
そ
こ
ん
と
こ
注
意
し
よ
う
。

●
本
文
の
解
釈

さ
て
、
ま
ず
は
教
科
書

頁
１
行
目
か
ら
だ
。

11

小
式
部
、
こ
れ
よ
り
、
歌
詠
み
の
世
に
お
ぼ
え
出
で
き
に
け
り
。
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こ
れ
訳
す
の
、
「
歌
詠
み
の
世
に
お
ぼ
え
出
で
き
に
け
り
」
が
、
ど
こ
で
ど
う
切
れ
て
る
の
か
わ
か
ら
ん
と
難
し
い
ん
だ
が
、

さ
っ
き
読
み
方
教
え
た
か
ら
大
丈
夫
だ
よ
な
？

さ
あ
訳
し
て
み
て
、
そ
こ
の
君
。
え
？
「
『
お
ぼ
え
』
っ
て
何
で
す
か
？
暗

記
？
」
っ
て
？

ま
さ
か
︙

じ
ゃ
あ
、
と
り
あ
え
ず
「
名
声
」
と
で
も
訳
し
て
み
て
。
「
小
式
部
は
、
こ
れ
か
ら
後
、
歌
人

の
世
に
名
声
が
出
て
き
た
。
」
う
ん
！
な
か
な
か
い
い
ね
。
「
名
声
が
高
ま
っ
た
」
も
し
く
は
「
高
ま
っ
て
き
た
」
と
い
う
こ

と
だ
け
ど
、
い
き
な
り
意
訳
せ
ず
に
、
ま
ず
原
文
の
意
味
を
押
さ
え
る
の
が
、
古
文
を
読
み
解
く
力
を
つ
け
る
コ
ツ
だ
か
ら
ね
。

〔
文
法
〕

・

ま
ず
、
品
詞
分
解
し
て
お
こ
う
。

名

代

格
助
・
起
点

名

格
助
・
連
体
修

名

格
助
・
場
所

小
式
部
、
こ
れ

よ
り
、

歌
詠
み

の

世

に

×
×

×
×

×
×

×

名

カ
変
動

助
動
・
完
了

助
動
・
過
去

お
ぼ
え

出
で
き

に

け
り

×

連
用

連
用

終
止

・

「
小
式
部
、
こ
れ
よ
り
」
は
、
「
小
式
部
は
、
こ
れ
か
ら
」
っ
て
意
味
だ
け
ど
、
「
こ
れ
か
ら
」
っ
て
？

う
ん
、
そ
う
、

「
こ
の
事
件
以
降
」
っ
て
こ
と
。

・

「
歌
詠
み
の
世
」
は
、
「
歌
人
の
世
界
」
っ
て
こ
と
さ
。
当
時
は
貴
族
の
教
養
と
し
て
誰
も
が
和
歌
は
詠
め
な
き
ゃ
つ
と

ま
ら
ん
か
っ
た
わ
け
だ
け
ど
、
そ
れ
だ
け
に
秀
歌
に
対
す
る
基
準
も
厳
し
か
っ
た
は
ず
さ
。
「
歌
人
の
世
界
」
に
認
め
ら
れ

る
に
は
そ
う
と
う
の
力
が
必
要
だ
っ
た
だ
ろ
う
ね
。

・

さ
て
、
さ
っ
き
「
お
ぼ
え
」
は
「
名
声
」
っ
て
訳
し
と
け
っ
て
言
っ
た
け
ど
、
な
ん
で
「
お
ぼ
え
」
が
「
名
声
」
っ
て
意

味
に
な
る
わ
け
？

こ
れ
は
も
と
も
と
「
お
ぼ
ゆ
」
と
い
う
動
詞
が
名
詞
化
し
た
も
の
だ
ろ
？

さ
あ
、
君
、
「
お
ぼ
ゆ
」

っ
て
ど
う
い
う
意
味
の
動
詞
だ
っ
た
？

ん
？
「
思
う
」
？

そ
れ
は
「
思
ふ
」
。
「
先
生
、
『
感
じ
る
』
っ
て
よ
く
訳
し

ま
す
！
」
だ
っ
て
？

う
ん
、
確
か
に
。
「
お
ぼ
ゆ
」
は
、
「
思
わ
れ
る
」
が
基
本
的
な
意
味
だ
よ
。

も
と
も
と
「
お
ぼ
ゆ
」
っ
て
動
詞
は
、
「
思
ふ
」
の
未
然
形
「
お
も
は
」
に
、
奈
良
時
代
の
受
身
・
自
発
の
助
動
詞
「

ゆ
」
が
つ
い
た
も
の
さ
。
「
お
も
は
ゆ
」
か
ら
「
お
も
ほ
ゆ
」
に
転
じ
て
一
語
化
し
、
さ
ら
に
「
お
ぼ
ゆ
」
に
転
じ
た
ん
だ
。

だ
か
ら
、
「
お
ぼ
ゆ
」
が
「
（
誰
か
に
）
思
わ
れ
る
」
と
い
う
受
身
の
意
味
を
表
し
た
り
、
「
（
自
然
と
）
思
わ
れ
る
」
と

い
う
自
発
の
意
味
を
表
す
の
は
当
た
り
前
な
ん
だ
よ
。

「
思
ふ
」
の
尊
敬
語
「
お
ぼ
す
」
も
同
じ
。
「
思
ふ
」
の
未
然
形
「
お
も
は
」
に
、
奈
良
時
代
の
尊
敬
の
助
動
詞
「
す
」
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が
つ
い
て
、
「
お
も
は
す
」
か
ら
「
お
も
ほ
す
」
に
転
じ
、
「
お
ぼ
す
」
と
な
っ
た
。
だ
か
ら
、
「
お
思
い
に
な
る
」
と
い

う
意
味
を
表
す
わ
け
だ
。

●
「
お
ぼ
ゆ
」
と
「
お
ぼ
す
」

उ
ु
ऴ

ٔ

ॅ

（
奈
良
時
代
の
受
身
自
発
の
助
動
詞
）

उ
ु
ऴ

ٔ

घ
（
奈
良
時
代
の
尊
敬
の
助
動
詞
）

↓

↓

उ
ु
म

ॅ

उ
ु
म

घ

↓
一
語
化

↓
一
語
化

उ
ु
ऺ
ॅ

उ
ु
म
घ

↓

↓

उ
ऻ
ॅ

␟
ઓ
ॎ
ो
ॊ
␠

उ
ऻ
घ

␟
उ
ઓ
ः
प
ऩ
ॊ
␠

お
も
し
ろ
い
の
は
、
こ
の
「
お
も
ほ
ゆ
」
「
お
も
ほ
す
」
が
、
た
と
え
ば
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
「
お
ぼ
ゆ
」
「
お
ぼ

す
」
と
同
時
に
用
い
ら
れ
て
る
っ
て
こ
と
な
ん
だ
。
だ
か
ら
古
い
表
現
に
は
違
い
な
い
が
、
け
っ
こ
う
後
ま
で
用
い
ら
れ
て

た
っ
て
こ
と
だ
ね
。
同
じ
意
味
だ
と
考
え
て
い
い
け
れ
ど
も
、
微
妙
な
使
い
分
け
は
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
、
こ
の
「
お
ぼ
ゆ
」
は
「
（
誰
か
に
）
思
わ
れ
る
」
と
い
う
受
身
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
が
名
詞
化
し

た
「
お
ぼ
え
」
も
、
「
人
か
ら
の
思
わ
れ
方
」
と
い
う
意
味
を
も
つ
の
は
当
然
！

だ
か
ら
、
世
の
人
々
か
ら
の
思
わ
れ
方

か
ら
転
じ
て
、
「
名
声
」
っ
て
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
ん
だ
。
わ
か
っ
た
？

と
こ
ろ
で
、
中
井
は
、
チ
コ
ち
ゃ
ん
み
た
い
に
、
よ
く
人
に
「
な
ん
で
？
」
っ
て
聞
く
ん
だ
。
な
ぜ
そ
う
い
う
意
味
を
表

す
の
か
、
な
ぜ
そ
う
い
う
し
く
み
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
そ
こ
を
知
り
た
い
！

そ
の
い
き
さ
つ
や
歴
史
を
知
ろ
う
と
せ
ず

に
、
た
だ
や
み
く
も
に
丸
暗
記
す
る
な
ん
て
の
は
、
学
問
じ
ゃ
な
い
ん
だ
よ
。
よ
～
く
わ
か
っ
と
け
！

・

「
出
で
き
に
け
り
」
は
、
も
ひ
と
つ
漢
字
を
足
し
て
書
く
と
、
「
出
で
来
に
け
り
」
だ
。
「
出
で
来
」
は
、
複
合
動
詞
だ

ः

ऎ

け
ど
、
カ
行
変
格
活
用
動
詞
だ
ぜ
。
文
法
の
本
に
は
カ
変
動
詞
は
「
来
」
一
語
っ
て
よ
く
書
い
て
あ
る
け
ど
、
そ
れ
は
単
独

ऎ

の
動
詞
の
話
で
あ
っ
て
、
複
数
の
動
詞
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
な
る
複
合
動
詞
は
別
な
ん
だ
。
だ
か
ら
、
「
去
り
来
」
「
詣
で

ऎ

ऽ
अ

来
」
「
持
て
来
」
と
か
も
、
カ
変
動
詞
だ
っ
て
こ
と
に
注
意
し
て
！

ऎ

ऎ

さ
て
、
「
出
で
き
に
け
り
」
の
品
詞
分
解
は
、
よ
く
あ
る
形
な
ん
で
、
き
ち
ん
と
マ
ス
タ
ー
し
と
こ
う
。
品
詞
分
解
は
下

か
ら
や
れ
！
だ
っ
た
ね
。
過
去
の
助
動
詞
「
け
り
」
は
、
活
用
語
の
連
用
形
に
接
続
す
る
ん
だ
か
ら
、
「
に
」
は
迷
う
こ
と

な
く
連
用
形
。
「
に
」
は
、
助
動
詞
だ
と
踏
ん
で
、
連
用
形
が
「
に
」
に
な
る
助
動
詞
は
、
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
と
、
断

定
の
助
動
詞
「
な
り
」
だ
。
で
も
、
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
は
、
体
言
か
活
用
語
の
連
体
形
に
し
か
接
続
し
な
い
だ
ろ
？

「
出
で
き
」
が
仮
に
「
出
で
来
」
と
表
記
し
て
あ
っ
た
と
し
て
も
、
連
体
形
は
「
出
で
来
る
」
な
ん
だ
か
ら
、
あ
り
得
な
い
。
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つ
ま
り
、
こ
の
「
に
」
は
、
そ
の
語
自
身
の
活
用
形
が
連
用
形
で
、
し
か
も
上
の
活
用
語
に
連
用
形
を
要
求
す
る
語
な
ん
だ
。

さ
あ
、
助
動
詞
の
活
用
表
を
見
て
み
よ
う
。
ほ
ら
、
そ
ん
な
の
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
し
か
な
い
じ
ゃ
な
い
か
。
は
い
、
こ

れ
で
き
ち
ん
と
説
明
で
き
ま
し
た
。

ち
な
み
に
、
「
～
に
け
り
」
は
、
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
表
現
な
ん
で
、
い
っ
そ
の
こ
と
品
詞
分
解
を
覚
え

て
お
く
方
が
早
い
よ
。
中
井
は
活
用
表
を
覚
え
た
こ
と
が
な
い
っ
て
、
前
に
言
っ
た
け
ど
、
高
校
生
も
か
な
り
早
い
時
期
に

頭
の
中
に
放
り
込
ん
じ
ゃ
っ
て
、
も
う
カ
ビ
が
生
え
て
る
ぐ
ら
い
さ
。
何
形
か
な
ん
て
考
え
た
こ
と
も
な
い
よ
、
当
た
り
前

過
ぎ
て
。

〔
読
解
・
鑑
賞
〕

・

「
小
式
部
、
こ
れ
よ
り
歌
詠
み
の
世
に
お
ぼ
え
出
で
き
に
け
り
」
と
書

い
て
あ
る
っ
て
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
は
そ
れ
ほ
ど
歌
人
と
し
て
有
名
じ
ゃ

な
か
っ
た
わ
け
だ
ね
。
で
も
、
こ
の
事
件
を
き
っ
か
け
と
し
て
周
囲
の
見

方
が
変
わ
っ
た
。
ま
あ
、
も
と
も
と
チ
ョ
ー
有
名
歌
人
の
マ
マ
、
和
泉
式

部
の
娘
っ
て
こ
と
で
、
そ
れ
は
さ
ぞ
か
し
親
の
偉
大
さ
が
彼
女
の
プ
レ
ッ

シ
ャ
ー
に
な
っ
て
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
察
す
る
な
ぁ
。
親
が
す
ご
い
ん
だ

か
ら
、
子
供
も
で
き
て
当
た
り
前
だ
と
か
、
で
き
た
ら
で
き
た
で
親
に
助

け
て
も
ら
っ
て
ん
だ
ろ
と
か
、
今
で
も
そ
う
い
う
無
責
任
な
つ
っ
こ
み
あ
る
も
ん
な
ぁ
。
小
式
部
内
侍
が
そ
こ
ん
と
こ
ろ
ど

う
思
っ
て
た
の
か
は
、
も
ち
ろ
ん
わ
か
ら
ん
け
ど
、
と
も
あ
れ
こ
の
事
件
が
き
っ
か
け
で
、
実
力
が
認
め
ら
れ
始
め
た
っ
て

こ
と
だ
ね
。
よ
か
っ
た
、
よ
か
っ
た
。

こ
れ
は
う
ち
ま
か
せ
て
の
理
運
の
こ
と
な
れ
ど
も
、
か
の
卿
の
心
に
は
、

こ
の
一
文
長
い
ん
で
、
こ
こ
で
と
り
あ
え
ず
切
る
と
し
て
。
「
う
ち
ま
か
せ
て
の
理
運
の
こ
と
」
っ
て
の
は
、
脚
注
に
あ
る

と
お
り
、
「
ご
く
普
通
で
、
当
然
の
こ
と
」
と
す
る
と
し
て
、
こ
の
部
分
訳
し
て
ご
ら
ん
。
「
『
こ
れ
は
ご
く
普
通
で
、
当
然

の
こ
と
だ
け
ど
、
あ
の
卿
の
心
に
は
』
っ
て
感
じ
で
す
か
ぁ
？
」
う
ん
、
い
い
ね
。
「
か
の
卿
」
っ
て
の
は
誰
？

「
は
い
、

も
ち
ろ
ん
あ
い
つ
で
す
よ
、
定
頼
。
」
そ
う
そ
う
、
よ
く
わ
か
っ
て
る
ね
。

〔
文
法
〕

・

ま
ず
は
品
詞
分
解
し
と
こ
う
。

代

係
助
・
区
別

副

格
助
・
連
体
修

名

格
助
・
連
体
修

名

こ
れ

は

う
ち
ま
か
せ
て

の

理
運

の

こ
と

×
×

×
×

×
×

×
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助
動
・
断
定

接
助
・
逆
接
確
定

な
れ

ど
も

已
然

×

・

ま
ず
、
「
う
ち
ま
か
せ
て
」
と
い
う
の
は
副
詞
で
「
普
通
に
・
一
般
に
」
と
い
う
意
味
。
こ
れ
に
格
助
詞
「
の
」
を
つ
け

た
表
現
だ
ね
。
「
理
運
」
が
「
道
理
に
か
な
っ
て
い
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
だ
か
ら
、
「
う
ち
ま
か
せ
て
理
運
」
と
表
現
す

れ
ば
「
普
通
に
道
理
に
か
な
う
（
こ
と
）
」
に
な
る
が
、
「
の
」
を
つ
け
る
こ
と
で
、
「
普
通
の
道
理
に
か
な
う
こ
と
」
ぐ

ら
い
の
意
味
に
な
る
。
我
々
も
「
た
だ
の
迷
信
」
と
か
い
う
だ
ろ
？

似
た
表
現
に
な
る
ね
。

・

「
こ
と
な
れ
ど
も
」
は
、
ち
ゃ
ん
と
品
詞
分
解
で
き
る
よ
う
に
。
「
ど
も
」
は
逆
接
の
確
定
条
件
を
表
す
接
続
助
詞
だ

ろ
？

１
年
生
の
一
番
最
初
に
な
ら
っ
た
よ
ね
、
必
ず
活
用
語
の
已
然
形
に
接
続
す
る
っ
て
。
だ
か
ら
上
の
断
定
の
助
動
詞

「
な
り
」
は
已
然
形
に
な
っ
て
る
。
「
な
れ
」
だ
か
ら
已
然
形
っ
て
考
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
、
「
ど
も
」
が
接
続
し
て
い
る
か

ら
已
然
形
な
ん
だ
よ
。
そ
し
て
、
「
な
り
」
は
体
言
、
す
な
わ
ち
名
詞
か
、
活
用
語
の
連
体
形
接
続
だ
。
「
こ
と
」
は
名
詞

だ
か
ら
、
ほ
ら
、
き
ち
ん
と
説
明
で
き
た
よ
ね
。

〔
読
解
・
鑑
賞
〕

・

「
こ
れ
は
、
う
ち
ま
か
せ
て
の
理
運
の
こ
と
な
れ
ど
も
」
っ
て
の
は
、
「
こ
れ
は
普
通
の
道
理
に
か
な
う
こ
と
で
あ
る

が
」
っ
て
意
味
だ
よ
ね
。
も
っ
と
簡
単
に
意
訳
す
る
と
、
「
こ
れ
は
、
普
通
の
当
然
な
こ
と
だ
が
」
っ
て
こ
と
に
な
る
。
さ

て
、
じ
ゃ
あ
い
っ
た
い
「
普
通
の
当
然
な
こ
と
」
っ
て
、
な
に
が
？

「
は
い
！
『
こ
れ
』
で
す
！

︙
っ
て
、
も
ち
そ
れ

じ
ゃ
だ
め
で
す
よ
ね
？
」
う
ん
、
も
ち
。
「
つ
ま
り
『
こ
れ
』
の
指
示
内
容
を
答
え
よ
っ
て
こ
と
？
」
う
む
。
「
う
～
ん
︙

定
頼
が
び
っ
く
り
し
た
こ
と
？
」
「
え
～
！

続
き
を
読
ん
で
み
ろ
よ
、
定
頼
は
わ
か
っ
て
な
か
っ
た
っ
て
書
い
て
あ
る
み

た
い
だ
ぜ
。
」
お
～
、
よ
く
読
ん
で
る
じ
ゃ
な
い
か
！
「
そ
も
そ
も
こ
れ
誰
の
こ
と
ば
？
」
う
ん
う
ん
、
ど
ん
ど
ん
接
近

中
！

「
は
い
、
先
生
、
こ
れ
た
ぶ
ん
作
者
の
言
葉
で
す
よ
ね
。
だ
と
し
た
ら
、
作
者
が
『
普
通
の
当
然
の
こ
と
』
っ
て
言

っ
て
る
っ
て
こ
と
で
し
ょ
？
」
そ
う
そ
う
。
「
俺
、
わ
か
っ
た
し
。
作
者
は
小
式
部
よ
り
ず
っ
と
後
の
時
代
の
人
や
ろ
？

小
式
部
が
す
ご
い
歌
人
だ
っ
て
知
っ
て
た
は
ず
や
ん
。
だ
か
ら
、
そ
れ
知
っ
て
る
作
者
か
ら
し
た
ら
、
こ
れ
し
き
の
歌
詠
む

の
は
、
小
式
部
に
と
っ
て
ご
く
普
通
の
こ
と
や
っ
て
思
っ
た
っ
て
こ
と
ち
ゃ
う
？
」
す
、
す
ば
ら
し
い
！

そ
の
通
り
だ
よ
。

つ
ま
り
、
君
ら
が
解
き
明
か
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
『
十
訓
抄
』
の
作
者
の
こ
と
ば
だ
ね
。
小
式
部
内
侍
が
こ
の
事
件
の

後
、
本
来
の
才
能
を
発
揮
し
て
、
和
歌
の
世
界
で
大
活
躍
し
た
こ
と
を
知
っ
て
る
か
ら
、
定
頼
中
納
言
の
か
ら
か
い
に
対
し

て
、
即
座
に
即
興
の
歌
で
反
論
す
る
ぐ
ら
い
の
こ
と
は
朝
飯
前
だ
と
思
っ
て
る
わ
け
さ
。

か
の
卿
の
心
に
は
、
こ
れ
ほ
ど
の
歌
、
た
だ
今
詠
み
出
だ
す
べ
し
と
は
、
知
ら
れ

ざ
り
け
る
に
や
。

こ
こ
は
、
さ
っ
き
続
き
を
読
ん
で
た
君
に
訳
し
て
も
ら
お
う
か
な
。
「
ま
か
し
と
い
て
。
『
あ
の
定
頼
卿
の
心
に
は
、
こ
れ
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ほ
ど
の
歌
を
、
す
ぐ
に
読
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
は
、
お
わ
か
り
で
な
か
っ
た
の
で
は
？
』
だ
ろ
？
か
ん
ち
こ
ち
ん
や
！
」

さ
す
が
だ
ね
ぇ
、
力
つ
け
て
き
た
ね
。

〔
文
法
〕

・

ち
ょ
い
と
長
い
が
、
ま
と
め
て
品
詞
分
解
し
と
こ
う
。

代

格
助
・
連
体
修

名

格
助
・
連
体
修

名

格
助
・
場
所

係
助
・
区
別

か

の

卿

の

心

に

は
、

×
×

×
×

×
×

×

代

副
助
・
程
度

格
助
・
連
体
修

名

副

サ
四
動

助
動
・
可
能

こ
れ

ほ
ど

の

歌
、
た
だ
今

詠
み
出
だ
す

べ
し

×
×

×
×

×

終
止

終
止

格
助
・
引
用

係
助
・
区
別

ラ
四
動

助
動
・
尊
敬

助
動
・
打
消

助
動
・
過
去

助
動
・
断
定

係
助
・
疑
問

と

は
、

知
ら

れ

ざ
り

け
る

に

や
。

×
×

未
然

未
然

連
用

連
体

連
用

×

・

「
か
の
卿
」
は
、
漢
字
で
書
け
ば
「
彼
の
卿
」
だ
。
つ
ま
り
「
か
（
彼
）
」
は
、
話
し
手
か
ら
見
て
遠
い
も
の
を
指
す
代

名
詞
だ
。
普
通
、
「
か
の
（
彼
の
）
」
の
形
で
使
わ
れ
る
。
「
か
の
卿
」
は
、
さ
っ
き
彼
が
訳
し
た
よ
う
に
、
「
あ
の
卿
」

で
、
定
頼
中
納
言
を
指
し
て
る
。

・

「
こ
れ
ほ
ど
の
歌
」
は
、
「
こ
れ
ほ
ど
の
素
晴
ら
し
い
歌
」
と
で
も
理
解
し
と
け
。

・

「
た
だ
今
、
詠
み
出
だ
す
べ
し
」
は
、
「
す
ぐ
さ
ま
詠
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
」
っ
て
意
味
。
「
た
だ
今
」
は
、
「
今
・

現
在
」
と
い
う
意
味
の
名
詞
が
副
詞
に
転
じ
た
も
の
。
「
今
・
今
す
ぐ
」
と
い
う
意
味
と
、
「
た
っ
た
今
・
つ
い
今
し
方
」

と
い
う
意
味
の
二
つ
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
け
ど
、
こ
こ
で
は
も
ち
ろ
ん
前
者
だ
な
。
君
ら
さ
、
帰
っ
て
き
た
時
に
、
「
た

だ
い
ま
！
」
っ
て
言
う
じ
ゃ
な
い
か
。
こ
れ
ど
う
い
う
意
味
だ
い
？

「
『
た
だ
い
ま
、
帰
り
ま
し
た
！
』
で
す
か
ぁ
？
」

う
ん
、
そ
う
！

な
？

さ
っ
き
も
言
っ
た
よ
う
に
、
こ
と
ば
の
元
々
の
歴
史
や
な
り
た
ち
を
知
る
の
っ
て
お
も
し
ろ
い
だ

ろ
？

・

「
詠
み
出
だ
す
べ
し
」
の
「
べ
し
」
は
、
も
ち
ろ
ん
助
動
詞
だ
け
ど
、
「
べ
し
」
っ
て
、
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
意
味
が
多
い
じ

ゃ
な
い
か
！

「
す
い
か
と
め
て
よ
」
な
ん
て
習
っ
た
ろ
？
１
年
の
時
に
。
え
？
「
『
よ
』
な
ん
て
習
っ
て
な
い
」
っ
て
？
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「
す
い
か
と
め
て
」
は
、
推
量
・
意
志
・
可
能
・
当
然
・
命
令
・
適
当
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
頭
を
と
っ
た
覚
え
方
な
ん
だ
が
、

そ
れ
に
予
定
（
～
こ
と
に
な
っ
て
い
る
）
を
加
え
た
の
が
「
よ
」
の
正
体
だ
。
ち
と
覚
え
と
け
。

も
と
も
と
「
べ
し
」
と
い
う
助
動
詞
は
、
「
う
べ
」
（
宜
）
が
語
源
だ
と
い
う
説
が
有
力
。
「
う
べ
」
は
「
も
っ
と
も

だ
」
っ
て
意
味
で
、
つ
ま
り
「
べ
し
」
の
元
々
の
意
味
は
当
然
・
適
当
が
本
来
だ
。
し
て
当
然
だ
ろ
う
と
推
量
す
れ
ば
、
推

量
の
意
味
に
な
る
し
、
で
き
て
当
然
と
思
え
ば
可
能
の
意
味
に
な
る
。
し
て
当
然
だ
と
人
に
強
い
れ
ば
命
令
に
な
る
じ
ゃ
な

い
か
。
「
わ
か
っ
た
！
『
し
て
当
然
だ
か
ら
や
ろ
う
』
と
思
う
か
ら
、
意
志
の
意
味
に
な
る
ん
で
す
ね
！
」
そ
う
そ
う
、
い

い
ね
え
、
ど
ん
ど
ん
わ
か
っ
て
く
る
じ
ゃ
な
い
か
。

で
、
こ
こ
で
定
頼
中
納
言
は
、
小
式
部
内
侍
の
才
能
を
知
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
当
然
で
き
る
だ
ろ
う
と
は
思
わ
な
か
っ
た

わ
け
だ
。
「
べ
し
」
は
、
も
と
も
と
は
当
然
・
適
当
の
意
味
が
基
本
で
、
そ
こ
か
ら
色
ん
な
意
味
が
生
ま
れ
て
く
る
か
ら
、

合
体
形
だ
っ
て
あ
っ
て
い
い
は
ず
。
つ
ま
り
、
こ
こ
の
「
詠
み
出
だ
す
べ
し
」
だ
っ
て
、
「
詠
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
」
っ
て
訳
し
た
っ
て
、
全
然
問
題
な
い
ん
だ
よ
。

・

そ
し
て
最
後
の
部
分
、
「
知
ら
れ
ざ
り
け
る
に
や
」
だ
が
、
こ
こ
は
品
詞
分
解
が
、
ち
と
ば
か
り
難
し
い
か
も
な
。
ま
ず
、

こ
ん
な
ふ
う
に
ધ
ଜ
ऋ

␚
प
ृ

द
ી
ॎ

थ
ॊ
ৎ
म
␓

प

ँ
ै
ि

ऋ

റ
औ
ो
थ
ः
ॊ
ऒ
ध
॑
ઑ
इ
آ

こ
れ

が
文
法
理
解
の
コ
ツ
だ
。
つ
ま
り
、
こ
こ
も
「
知
ら
れ
ざ
り
け
る
に
や
あ
ら
む
」
の
省
略
形
っ
て
こ
と
。
だ
か
ら
、
省
略
し

た
部
分
も
含
め
て
訳
せ
ば
、
「
お
わ
か
り
で
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
っ
て
な
る
。

さ
て
、
こ
こ
か
ら
が
大
事
だ
ぜ
。
こ
の
表
現
は
、
実
は
次
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
。

知
ら
れ
ざ
り
け
る
ऩ
ै
む

↓
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
を
未
融
合
形
「
に
あ
り
」
に
す
る

知
ら
れ
ざ
り
け
る
प
ँ
ै
む

↓
疑
問
文
に
す
る
た
め
に
、
「
に
」
と
「
あ
り
」
の
間
に
係
助
詞
「
や
」
を
入
れ
る

知
ら
れ
ざ
り
け
る
प
ृ
ँ
ै
む

キ
モ
は
、
「
に
や
あ
ら
」
の
係
助
詞
「
や
」
を
取
り
除
け
ば
「
に
あ
ら
」
に
な
る
っ
て
と
こ
だ
。
「
に
あ
ら
」
を

回
早
口

10

で
言
っ
て
み
な
。
「
に
あ
ら
︙
に
あ
ら
︙
に
あ
ら
︙
に
ゃ
ら
︙
に
ゃ
ら
︙
な
ら
︙
な
ら
︙
」
ほ
ら
、
「
な
ら
」
に
な
っ
た
だ

ろ
？

つ
ま
り
、
「
な
り
」
は
元
々
「
に
あ
り
」
だ
っ
た
の
が
、
融
合
し
て
一
語
に
な
っ
た
も
の
。
本
来
は
格
助
詞
「
に
」

と
ラ
変
動
詞
「
あ
り
」
か
ら
な
る
も
の
だ
が
、
助
動
詞
「
な
り
」
を
「
～
に
や
あ
ら
む
」
（
～
で
あ
ろ
う
か
）
と
か
「
～
に

は
あ
ら
ず
」
（
～
で
は
な
い
）
な
ど
の
形
を
と
っ
て
、
「
に
＋
あ
り
」
の
形
で
用
い
る
と
き
の
「
に
」
は
、
元
の
格
助
詞
で
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は
な
く
、
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
の
連
用
形
と
す
る
ん
だ
。
覚
え
と
け
！

さ
て
、
「
～
に
や
あ
ら
む
」
や
「
～
に
は
あ
ら
ず
」
な
ど
の
表
現
は
、
「
に
＋
あ
り
」
の
間
に
係
助
詞
（
「
や
」
「
は
」

な
ど
）
が
入
っ
た
も
の
だ
が
、
係
助
詞
が
間
に
入
っ
て
も
、
前
後
の
接
続
の
関
係
は
変
わ
ら
な
い
ん
だ
。
「
え
？
ど
う
い
う

こ
と
？
」
っ
て
？

つ
ま
り
な
、
「
や
」
「
は
」
が
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
「
に
」
は
「
あ
り
」
に
か
か
っ
て
い
る
っ
て

こ
と
。
つ
ま
り
、
「
に
」
は
用
言
「
あ
り
」
に
連
な
る
の
だ
か
ら
連
用
形
だ
っ
て
こ
と
さ
。
だ
か
ら
、
「
知
ら
れ
ざ
り
け
る

に
や
」
の
「
に
」
は
連
用
形
だ
と
わ
か
る
ん
だ
。
Ｏ
Ｋ
？

さ
っ
き
「
文
末
が
「
～
に
や
」
で
終
わ
っ
て
る
時
は
、
後
に
「
あ
ら
む
」
が
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
疑
え
！
」
っ
て
言

っ
た
よ
な
？

で
も
、
「
～
に
や
」
で
終
わ
っ
て
る
と
き
の
「
に
」
が
、
い
つ
も
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
の
連
用
形
だ
と

は
限
ら
な
い
ぞ
。
た
と
え
ば
、
「
静
か
に
や
あ
ら
む
」
（
静
か
で
あ
ろ
う
か
）
っ
て
場
合
だ
っ
て
あ
る
。
こ
れ
は
「
静
か

に
」
が
ナ
リ
活
用
形
容
動
詞
「
静
か
な
り
」
の
連
用
形
だ
ろ
？

ど
う
や
っ
て
見
分
け
る
ん
だ
？

「
は
い
！
こ
れ
は
最
初

の
授
業
で
習
い
ま
し
た
よ
ぉ
。
『
い
と
』
を
つ
け
て
意
味
が
通
じ
れ
ば
形
容
動
詞
、
通
じ
な
け
れ
ば
断
定
の
助
動
詞
で
す
よ

ね
？
」
い
い
ね
ぇ
、
ち
ゃ
ん
と
マ
ス
タ
ー
し
て
る
じ
ゃ
な
い
か
。

・

さ
、
く
ど
い
け
ど
、
こ
の
部
分
の
品
詞
分
解
の
し
か
た
を
復
習
す
る
ぞ
！

「
品
詞
分
解
は
下
か
ら
や
る
」
が
合
理
的
だ

っ
た
ん
だ
よ
ね
。

ま
ず
、
「
や
」
は
係
助
詞
だ
ね
。
下
に
「
あ
ら
む
」
が
省
略
さ
れ
て
る
ん
だ
っ
た
。
だ
か
ら
そ
の
上
の
「
に
」
は
断
定
の

助
動
詞
「
な
り
」
の
連
用
形
。
っ
て
こ
と
は
、
さ
ら
に
そ
の
上
の
語
は
体
言
か
活
用
語
の
連
体
形
だ
。
こ
こ
は
も
ち
ろ
ん
過

去
の
助
動
詞
「
け
り
」
の
連
体
形
。
っ
て
こ
と
は
、
そ
の
上
は
絶
対
連
用
形
。
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
の
連
用
形
が
「
ざ

り
」
だ
よ
ね
。
っ
て
こ
と
は
、
絶
対
そ
の
上
は
未
然
形
。
「
れ
」
は
尊
敬
の
助
動
詞
「
る
」
だ
け
ど
、
未
然
形
も
連
用
形
も

「
れ
」
だ
ろ
？

そ
れ
だ
け
を
百
年
見
て
て
も
ど
っ
ち
か
わ
か
ら
ん
。
下
に
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
が
あ
る
か
ら
、
未
然
形

と
決
ま
る
ん
だ
。
で
、
こ
の
尊
敬
の
助
動
詞
「
る
」
は
、
四
段
・
ナ
変
・
ラ
変
動
詞
の
未
然
形
に
接
続
す
る
ん
だ
か
ら
、
「

知
ら
」
を
見
る
と
、
ナ
変
・
ラ
変
は
あ
り
得
ん
か
ら
、
四
段
動
詞
の
未
然
形
だ
と
確
定
！

ほ
ら
、
簡
単
で
め
っ
ち
ゃ
ス
ピ

ー
デ
ィ
ー
だ
ろ
？

い
ち
い
ち
活
用
表
を
頭
に
思
い
浮
か
べ
て
る
よ
う
で
は
ま
だ
ま
だ
だ
ぜ
。
文
法
っ
て
の
は
法
則
な
ん
だ
。

形
を
丸
暗
記
す
る
よ
り
も
、
法
則
を
覚
え
た
ほ
う
が
実
戦
的
だ
ぞ
！

・

「
先
生
！

最
初
の
予
習
課
題
で
、
こ
こ
の
『
ら
れ
』
を
説
明
し
ろ
っ
て
あ
っ
た
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
今
の
説
明
聞
い
て

る
と
、
一
語
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
ね
。
ど
う
答
え
た
ら
い
い
ん
で
す
か
？
」
う
ん
、
そ
う
だ
ね
、
そ
の
課
題
の
答
え
合
わ
せ
を

し
よ
う
か
。

ま
ず
、
答
え
を
言
う
前
に
、
文
法
説
明
問
題
の
鉄
則
を
言
っ
と
く
ぞ
！
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॑
ਦ
ग
ॊ
ऩ
آ

ল


म

ञ
ठ
॑
⒇
ख
प
ऊ
ऊ

थ
ः
ॊ
آ

だ
。
線
が
引
い
て
あ
れ
ば
、
い
か
に
も
そ
の
ま
と
ま
り
に
見
え
る
。
た
と

ट
ऽ

え
ば
、
こ
の
「
ら
れ
」
が
典
型
的
な
例
だ
な
。
い
か
に
も
１
語
に
見
え
る
じ
ゃ
な
い
か
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
出
題
者
の
悪

意
が
こ
も
っ
て
る
ん
だ
、
へ
へ
へ
︙

引
っ
か
か
れ
よ
、
引
っ
か
か
れ
よ
︙

ほ
ら
、
引
っ
か
か
っ
た
！

わ
は
は
は
︙
的
な

ね
。
（
「
嘘
で
し
ょ
︙
こ
わ
︙
」
）

ま
あ
も
ち
ろ
ん
冗
談
だ
が
、
見
分
け
に
く
い
と
こ
ろ
に
、
あ
え
て
誤
解
さ
せ
る
よ
う

な
傍
線
を
引
く
ん
だ
か
ら
、
悪
意
と
も
言
え
る
よ
な
。
予
習
課
題
３
文
に
つ
い
て
は
、
中
井
の
悪
意
が
こ
も
っ
て
た
っ
て
こ
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と
さ
。

さ
て
、
「
知
ら
れ
ざ
り
け
る
に
や
」
の
「
ら
れ
」
の
説
明
か
ら
だ
。
も
う
わ
か
っ
た
と
思
う
け
ど
、
「
ら
」
は
「
知
ら
」

の
「
ら
」
だ
ろ
？

し
た
が
っ
て
、
「
ラ
行
四
段
活
用
動
詞
『
知
る
』
の
未
然
形
活
用
語
尾
」
だ
。
い
い
か
い
？
用
言
の
場

合
は
、
活
用
の
種
類
（
ラ
行
四
段
活
用
）
、
品
詞
（
動
詞
）
、
基
本
形
（
『
知
る
』
）
、
活
用
形
（
未
然
形
）
、
そ
し
て
そ

の
他
の
情
報
（
活
用
語
尾
）
、
こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
き
っ
ち
り
押
さ
え
る
。
ど
れ
か
抜
か
す
「
う
か
つ
な
奴
」
が
実
に
多
い
。

ふ
だ
ん
か
ら
、
き
っ
ち
り
説
明
す
る
よ
う
に
心
が
け
ろ
よ
。

そ
し
て
、
「
れ
」
は
、
さ
っ
き
説
明
し
た
よ
う
に
、
「
尊
敬
の
助
動
詞
『
る
』
の
未
然
形
」
だ
。
助
動
詞
の
場
合
は
、
ま

ず
意
味
（
尊
敬
）
、
品
詞
（
助
動
詞
）
、
活
用
形
（
未
然
形
）
、
こ
の
３
つ
を
し
っ
か
り
押
さ
え
る
。
い
い
か
な
？

し
た
が
っ
て
、

ੴ
ै
ो
क
ॉ
ऐ
ॊ
प
ृ

भ

ै
ो

भ
ધ
১
ହ

म
␓

ছ
ষ


ણ
৷

ဨ

ੴ
ॊ

भ

ே


ણ
৷
ୁ
ஏ
ध
␓
๑
ร
भ
ஃ

ဨ

ॊ

भ

ே


と
答
え
れ
ば
い
い
。
ど
う
だ
っ
た
？
合
っ
て
た
？

・

次
は
、
「
歌
詠
み
に
と
ら
れ
て
詠
み
け
る
を
」
の
「
ら
れ
」
だ
ね
。
君
、
わ
か
る
？

「
え
～
と
、
受
身
の
助
動
詞
『
ら

れ
』
︙

違
い
ま
す
よ
ね
ぇ
︙
」
う
ん
、
違
う
ね
ぇ
。
し
っ
か
り
傍
線
に
だ
ま
さ
れ
て
る
よ
。
「
あ
、
わ
か
り
ま
し
た
！

動

詞
「
と
る
」
と
受
身
の
助
動
詞
だ
！
」
う
ん
、
そ
う
そ
う
。
そ
れ
を
き
ち
ん
と
説
明
す
る
と
？

「
え
っ
と
︙

ラ
行
四
段
活

用
動
詞
の
「
と
る
」
の
未
然
形
と
、
受
身
の
助
動
詞
「
る
」
の
連
用
形
！
」
惜
し
い
な
ぁ
、
「
ら
」
だ
け
や
し
ね
。
「
あ
、

活
用
語
尾
だ
！
」
う
ん
、
そ
う
だ
ね
。

つ
ま
り
、

స
ኚ
ा
प
ध
ै
ो
थ

भ

ै
ो

॑
ધ
১

प
ହ

घ
ॊ
ध
␓

ছ
ষ


ણ
৷

ဨ

ध
ॊ

भ

ே


ણ
৷
ୁ
ஏ
ध
␓
ਭ
ମ
भ
ஃ

ဨ

ॊ

भ
৴
৷


ध
ऩ
ॊ
␔

・

最
後
に
３
つ
め
、
「
局
の
前
を
過
ぎ
ら
れ
け
る
を
」
の
「
ら
れ
」
。
ね
え
、
君
、
こ
れ
は
１
語
か
い
？
２
語
か
い
？

「

先
生
、
お
れ
、
自
信
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
１
語
で
す
。
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
し
ょ
う
。
尊
敬
の
助
動
詞
『
ら
る
』
の
連
用
形

で
す
！

間
違
い
な
し
！
」
お
～
、
お
見
事
！

ど
ん
ど
ん
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
す
る
奴
が
増
え
て
く
る
な
ぁ
。
う
ん
う
ん
。

は
い
、
彼
が
見
事
に
正
解
し
た
よ
う
に
、

ଂ
भ

॑
ૌ
ऍ
ै
ो
ऐ
ॊ
॑

भ

ै
ो

म
␓

๑
ร
भ
ஃ

ဨ

ै

ॊ

भ
৴
৷


ट
␔

ど
う
だ
い
？
み
ん
な
合
っ
て
た
か
な
？

〔
読
解
・
鑑
賞
〕

・

こ
の
お
話
、
最
後
ま
で
読
み
終
わ
っ
た
わ
け
だ
け
ど
、
今
日
や
っ
た
「
こ
れ
は
う
ち
ま
か
せ
の
理
運
の
こ
と
な
れ
ど
も
」

以
降
は
『
十
訓
抄
』
の
作
者
の
こ
と
ば
だ
よ
な
。
ど
う
い
う
思
い
を
こ
め
た
ん
だ
ろ
？

実
は
、
『
十
訓
抄
』
と
い
う
説
話

は
、
君
ら
み
た
い
な
若
い
人
向
け
に
、
い
ろ
ん
な
教
訓
的
な
お
話
を
、
テ
ー
マ
ご
と
に
分
類
し
た
も
の
な
ん
だ
。
こ
う
い
う

こ
と
す
る
と
、
こ
う
な
っ
ち
ゃ
う
か
ら
あ
か
ん
よ
と
か
、
こ
う
い
う
と
き
は
こ
う
せ
ん
と
あ
か
ん
よ
み
た
い
に
ね
。

だ
と
す
る
と
、
こ
の
お
話
は
、
ど
う
い
う
教
訓
な
ん
だ
ろ
？

ど
う
、
君
。
「
そ
り
ゃ
、
も
う
人
を
馬
鹿
に
し
た
ら
あ
か
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ん
よ
で
し
ょ
。
」
う
ん
、
君
は
？
「
あ
た
し
も
そ
う
思
い
ま
す
。
」
う
ん
、
そ
う
だ
ね
。

実
は
、
こ
の
お
話
は
「
不
可
侮
人
倫
事
」
（
人
倫
を
侮
る
べ
か
ら
ざ
る
事
）
と
い
う
テ
ー
マ
に
分
類
さ
れ
た
も
の
な
ん
だ
。

「
人
倫
」
は
「
ひ
と
」
と
い
う
意
味
だ
か
ら
、
ま
さ
に
君
ら
が
言
っ
た
「
人
を
侮
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
」
と
い
う
テ
ー
マ

に
な
る
。

こ
の
『
十
訓
抄
』
の
成
立
は

世
紀
中
頃
だ
か
ら
、
小
式
部
内
侍
が
生
き
て
い
た
頃
か
ら

年
以
上
経
っ
て
る
。
小
式
部

13

200

内
侍
が
母
の
和
泉
式
部
に
劣
ら
ぬ
優
れ
た
歌
人
と
し
て
大
活
躍
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
作
者
や
そ
の
時
代
の
人
に
と
っ
て
は

常
識
な
ん
だ
な
。
で
も
、
定
頼
中
納
言
が
か
ら
か
っ
た
時
に
は
、
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
そ
の
才
能
が
知
ら
れ
て
な
か
っ
た
。
こ
れ

が
、
こ
の
話
の
一
番
大
事
な
設
定
な
ん
だ
。

つ
ま
り
ね
、
い
わ
ば
駆
け
出
し
の
歌
人
が
歌
合
の
詠
み
手
に
選
ば
れ
た
ん
だ
か
ら
、
あ
る
程
度
な
め
ら
れ
る
の
は
し
か
た

の
な
い
こ
と
と
し
て
、
定
頼
の
か
ら
か
い
に
す
ぐ
さ
ま
即
興
の
歌
で
応
酬
し
た
こ
と
自
体
は
、
後
の
小
式
部
の
活
躍
か
ら
す

れ
ば
、
別
に
不
思
議
で
も
な
ん
で
も
な
い
当
然
の
こ
と
な
ん
で
あ
っ
て
、
こ
の
話
の
主
題
じ
ゃ
な
い
ん
だ
よ
。
問
題
は
、
最

後
に
作
者
が
述
べ
た
「
あ
の
定
頼
卿
の
心
に
は
、
小
式
部
が
こ
れ
ほ
ど
の
歌
を
、
す
ぐ
さ
ま
詠
み
出
す
こ
と
だ
で
き
る
と
は

お
わ
か
り
で
な
か
っ
た
の
で
は
？
」
と
い
う
こ
と
ば
に
あ
る
。

前
に
も
言
っ
た
よ
う
に
、
定
賴
中
納
言
は
、
平
安
時
代
き
っ
て
の
秀
才
藤
原
公
任
の
息
子
だ
ぜ
。
で
も
、
息
子
の
定
賴
も

親
の
名
を
辱
め
な
い
才
能
を
も
っ
て
、
周
囲
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
た
ん
だ
っ
た
ね
。
そ
れ
か
ら
し
た
ら
、
歌
を
詠
み
か
け
ら

れ
て
、
小
式
部
と
同
様
に
、
す
ぐ
さ
ま
小
式
部
を
上
回
る
ほ
ど
の
秀
歌
で
返
歌
を
す
る
ぐ
ら
い
の
こ
と
は
、
別
に
難
し
い
こ

と
で
も
な
ん
で
も
な
か
っ
た
は
ず
な
ん
だ
。
そ
の
程
度
の
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
で
は
、
公
任
の
息
子
と
は
言
え
ん
か
ら
な
。

な
の
に
、
で
き
ず
に
「
こ
、
こ
ん
な
こ
と
が
あ
る
か
︙
」
な
ん
て
言
っ
て
、
そ
の
場
を
逃
げ
出
し
た
。
そ
こ
だ
よ
、
ポ
イ
ン

ト
は
。
「
う
ろ
た
え
ち
ゃ
っ
た
わ
け
で
す
よ
ね
ぇ
︙
」
「
人
ば
か
に
す
ん
の
っ
て
、
上
か
ら
目
線
で
な
い
と
で
き
ひ
ん
や
ん
、

そ
れ
を
逆
に
上
か
ら
見
ら
れ
ち
ゃ
っ
た
と
か
︙
」
「
か
ら
か
っ
た
つ
も
り
な
の
に
、
自
分
が
か
ら
か
わ
れ
ち
ゃ
っ
た
と
も
い

え
る
な
ぁ
︙
」
「
ず
ば
り
、
人
間
は
な
に
よ
り
平
常
心
！

そ
れ
失
っ
ち
ゃ
っ
た
ら
、
実
力
も
へ
っ
た
く
れ
も
な
い
よ
、
逃

げ
る
し
か
な
い
。
」
う
ん
、
君
ら
の
言
う
通
り
か
も
な
。
ほ
ん
と
な
ら
た
や
す
く
対
応
で
き
た
は
ず
の
秀
才
定
賴
が
、
逃
げ

る
し
か
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
の
は
、
確
か
に
、
さ
っ
き
彼
女
が
言
っ
た
よ
う
に
う
ろ
た
え
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
よ
ね
。
そ
し
て
、

秀
才
に
は
あ
る
ま
じ
き
恥
を
か
く
。
「
人
倫
を
侮
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
」
、
作
者
の
言
い
た
い
こ
と
わ
か
っ
た
か
な
？

〔
敬
語
の
学
習
〕

・

さ
て
、
『
大
江
山
』
を
一
通
り
読
み
終
わ
っ
た
ん
だ
け
ど
、
残
る
は
何
カ
所
か
で
て
き
た
敬
語
の
確
認
だ
ね
。
一
年
生
で

一
通
り
は
習
っ
て
る
と
思
う
ん
で
、
ズ
バ
ズ
バ
聞
く
ぞ
。

ま
ず
は
、

頁
４
行
目
の
「
丹
後
へ
遣
は
し
け
る
人
は
、
参
り
た
り
や
。
」
か
ら
だ
。

10

「
遣
は
す
」
の
敬
語
表
現
を
説
明
し
て
ご
ら
ん
。
え
？
「
敬
語
な
の
か
？
」
っ
て
？

お
い
お
い
、
「
派
遣
す
る
」
と
い

う
意
味
の
動
詞
「
や
る
」
の
敬
語
だ
よ
。
あ
れ
？

急
に
な
ん
か
君
ら
押
し
黙
っ
て
る
な
ぁ
︙
も
し
か
し
て
敬
語
に
自
信
が
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な
い
と
か
？

う
～
ん
︙

イ
チ
か
ら
や
ら
ん
と
あ
か
ん
と
か
？

う
～
ん
︙
と
り
あ
え
ず
基
本
を
押
さ
え
な
お
そ
う
！

・

敬
語
に
は
３
種
類
あ
る
よ
ね
。
う
ん
、
そ
う
、
尊
敬
・
謙
譲
・
丁
寧
の
３
つ
。
こ
れ
に
丁
重
と
美
化
を
加
え
て
敬
語
の
５

分
類
も
あ
る
け
ど
、
君
ら
が
古
文
の
敬
語
を
考
え
る
時
は
、
さ
っ
き
の
３
つ
で
い
い
。

●
敬
語
の
３
種
類

・
尊
敬
表
現

︙

動
作
主
に
敬
意
を
こ
め
る
表
現

・
謙
譲
表
現

︙

動
作
の
受
け
手
に
敬
意
を
こ
め
る
表
現

・
丁
寧
表
現

︙

言
葉
ぶ
り
を
丁
寧
に
し
て
、
直
接
聞
き
手
や
読
み
手
に
敬
意
を
こ
め
る
表
現

そ
れ
ぞ
れ
ど
う
い
う
し
か
た
で
相
手
に
敬
意
を
こ
め
る
の
か
を
き
ち
ん
と
押
さ
え
る
の
が
ポ
イ
ン
ト
だ
よ
。

そ
も
そ
も
、
敬
語
が
わ
か
る
と
い
う
の
は
、

ၴ
ऊ
ै
␓
ၴ
प
ৌ
घ
ॊ
ร
ਔ
॑
ऒ
ी
ञ
␓
न
॒
ऩ

ਠ
ऊ

を
き
ち
ん
と

説
明
で
き
る
っ
て
こ
と
な
ん
だ
。

ま
ず
、
「
誰
か
ら
」
っ
て
い
う
の
は
、
敬
意
を
誰
が
こ
め
る
の
か
っ
て
こ
と
。
こ
れ
は
決
ま
っ
て
る
！

敬
語
を
表
現
し

た
人
だ
よ
。
当
た
り
前
だ
よ
。
表
現
し
て
な
い
人
が
敬
意
を
こ
め
ら
れ
る
は
ず
が
な
い
。
つ
ま
り
、
会
話
文
な
ら
、
し
ゃ
べ

っ
て
る
人
。
地
の
文
な
ら
、
作
者
だ
よ
。
こ
こ
を
ま
ず
押
さ
え
ろ
！

次
に
、
「
誰
に
対
す
る
」
は
、
敬
意
の
方
向
。
動
作
主
を
高
め
よ
う
と
し
て
る
の
か
、
動
作
の
受
け
手
を
高
め
よ
う
と
し

て
る
の
か
、
あ
る
い
は
聞
き
手
や
読
み
手
を
高
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
判
断
だ
が
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
ふ
さ
わ
し

い
表
現
の
し
か
た
が
あ
る
ん
だ
。

た
と
え
ば
、
「
校
長
先
生
が
、
あ
な
た
方
に
、
お
話
に
な
る
」
と
中
井
が
言
っ
た
と
し
て
、
こ
れ
は
、
中
井
が
校
長
先
生

に
敬
意
を
こ
め
た
い
わ
け
だ
。
話
す
と
い
う
行
為
を
す
る
の
は
、
校
長
先
生
だ
か
ら
、
動
作
主
を
高
め
る
尊
敬
表
現
を
使
え

ば
い
い
。
だ
か
ら
「
お
話
に
な
る
」
と
言
っ
た
わ
け
。
こ
れ
は
、
「
中
井
か
ら
、
校
長
先
生
に
対
す
る
敬
意
を
こ
め
た
、
尊

敬
表
現
」
に
な
る
。

次
に
、
「
さ
き
ほ
ど
、
う
ち
の
ク
ラ
ス
の
太
郎
が
校
長
先
生
に
申
し
上
げ
ま
し
た
」
と
、
や
っ
ぱ
り
中
井
が
言
っ
た
と
す

る
。
「
校
長
先
生
に
言
っ
た
」
で
は
、
校
長
先
生
に
失
礼
だ
ろ
？

だ
か
ら
、
校
長
先
生
に
敬
意
を
こ
め
た
い
と
こ
ろ
だ
け

ど
、
「
言
っ
た
」
と
い
う
動
作
は
太
郎
の
動
作
だ
か
ら
、
尊
敬
表
現
を
使
う
わ
け
に
は
い
か
ん
。
そ
こ
で
、
太
郎
の
動
作
を

下
げ
た
謙
譲
語
「
申
し
上
げ
る
」
を
用
い
る
こ
と
で
、
相
対
的
に
受
け
手
の
校
長
先
生
を
上
げ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
校

長
先
生
に
敬
意
を
こ
め
る
こ
と
が
で
き
る
ん
だ
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
、
「
中
井
か
ら
、
校
長
先
生
に
対
す
る
敬
意
を
こ
め
た
、

謙
譲
表
現
」
に
な
る
。

最
後
に
、
中
井
が
君
ら
に
「
あ
そ
こ
に
ラ
イ
オ
ン
が
い
ま
す
」
っ
て
言
っ
た
と
す
る
。
ラ
イ
オ
ン
に
敬
意
を
こ
め
る
わ
け

な
い
だ
ろ
？

誰
に
敬
意
を
こ
め
て
ん
だ
？

中
井
は
、
「
ラ
イ
オ
ン
が
い
る
」
じ
ゃ
な
く
て
、
「
ラ
イ
オ
ン
が
い
ま
す
」
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と
言
葉
ぶ
り
を
丁
寧
に
す
る
こ
と
で
、
君
ら
に
敬
意
を
こ
め
た
ん
だ
よ
。
つ
ま
り
、
「
中
井
か
ら
君
ら
へ
の
敬
意
を
こ
め
る

丁
寧
表
現
」
て
こ
と
に
な
る
。
わ
か
っ
た
？

だ
か
ら
、
生
徒
指
導
部
長
の
中
井
が
、
君
ら
に
「
遅
刻
す
る
な
！
」
じ
ゃ
な

く
て
、
「
遅
刻
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
」
と
言
う
の
は
、
君
ら
に
敬
意
が
こ
も
っ
て
ん
だ
ぜ
。

古
文
の
敬
語
が
苦
手
な
奴
っ
て
の
は
、
例
外
な
く
現
代
語
で
、
ち
ゃ
ん
と
敬
語
を
使
え
な
い
奴
だ
よ
。
た
と
え
ば
さ
、
君

ら
が
職
員
室
に
入
っ
て
く
る
と
き
、
「
川
井
先
生
い
ま
す
か
？
」
と
か
、
よ
く
言
う
だ
ろ
？

そ
う
問
わ
れ
た
中
井
は
必
ず

こ
う
言
う
ぜ
。


म
␓
எ
प
म
ร
ਔ
॑
ऒ
ी
ॊ
ਞ
ऋ
ँ

थ
ु
␓
ਆ
੩

ে
प
ร
ਔ
॑
ऒ
ी
ॊ
ਞ
म
␓
औ
ै
औ
ै
ऩ
ः
॒

ट
ब
␔

っ
て
さ
。
こ
の
意
味
が
わ
か
ら
な
き
ゃ
、
敬
語
は
永
遠
に
わ
か
ら
ん
よ
。

・

さ
て
、
話
を
『
大
江
山
』
に
戻
そ
う
。

「
丹
後
へ
遣
は
し
け
る
人
は
、
参
り
た
り
や
。

（
訳

（
あ
な
た
が
母
君
の
い
る
）
丹
後
に
お
や
り
に
な
っ
た
人
は
、
（
戻
っ
て
あ
な
た
の
と
こ
ろ
に
）
参
上
し
た
か
。
）

訳
を
参
考
に
、
考
え
て
み
よ
う
。
「
遣
は
す
」
（
お
や
り
に
な
る
）
は
、
「
や
る
」
（
行
か
せ
る
）
の
尊
敬
語
だ
が
、
こ

れ
を
表
現
し
て
る
の
は
、
だ
れ
？

そ
う
、
定
賴
だ
よ
な
。
こ
こ
で
定
賴
は
小
式
部
に
敬
意
を
こ
め
た
い
が
、
「
や
る
」
と

い
う
動
作
は
小
式
部
の
動
作
だ
か
ら
、
そ
れ
を
高
め
る
に
は
尊
敬
表
現
を
使
え
ば
い
い
。
し
た
が
っ
て
、


⛷
ऊ
ै
৵
ૄ


प
ৌ
घ
ॊ
ร
ਔ
॑
ऒ
ी
ञ
๑
ร

ਠ

に
な
る
。

次
に
、
「
参
り
た
り
や
」
の
「
参
り
」
は
ど
う
か
な
？

こ
れ
、
敬
意
の
な
い
表
現
に
す
れ
ば
、
「
来
た
り
や
」
（
来
た

か
）
に
な
る
。
つ
ま
り
、
誰
の
動
作
だ
い
？

も
ち
ろ
ん
使
者
だ
よ
。
で
も
、
定
賴
は
別
に
使
者
に
敬
意
を
こ
め
る
理
由
は

な
い
、
こ
こ
は
、
小
式
部
に
敬
意
を
こ
め
る
た
め
に
、
あ
え
て
使
者
を
下
げ
て
「
参
り
」
（
参
上
し
）
と
表
現
す
る
こ
と
で
、

動
作
の
受
け
手
小
式
部
を
相
対
的
に
上
げ
た
ん
だ
。
つ
ま
り
、


⛷
ऊ
ै
৵
ૄ

प
ৌ
घ
ॊ
ร
ਔ
॑
ऒ
ी
ञ
ေ
ඒ

ਠ


に
な
る
。

大
丈
夫
か
な
ぁ
？

ち
ゃ
ん
と
わ
か
っ
て
る
？

特
に
謙
譲
表
現
は
つ
ま
づ
く
ひ
と
が
多
い
よ
ね
。
そ
れ
は
、
よ
く
「
自

分
が
へ
り
く
だ
る
表
現
」
と
思
い
込
ん
で
る
か
ら
な
ん
だ
。
そ
れ
自
体
ま
ち
が
っ
て
は
い
な
い
け
ど
、
そ
う
考
え
る
よ
り
、

「
動
作
の
受
け
手
を
高
め
た
い
か
ら
、
動
作
主
を
下
げ
る
表
現
」
と
考
え
た
方
が
わ
か
り
や
す
い
よ
。

い
か
に
心
も
と
な
く
お
ぼ
す
ら
む
。
」
と
言
ひ
て
、
局
の
前
を
過
ぎ
ら
れ
け
る
を
、

（
訳

（
あ
な
た
は
使
者
の
帰
り
を
）
ど
ん
な
に
待
ち
遠
し
く
お
思
い
で
い
る
だ
ろ
う
」
と
言
っ
て
、
（
定
頼
中
納
言
が
、
和

泉
式
部
の
）
自
室
の
前
を
お
通
り
過
ぎ
に
な
っ
た
が
、
）

こ
れ
は
ど
う
か
な
？

ま
ず
、
「
お
ぼ
す
ら
む
」
は
、
定
賴
の
言
葉
だ
よ
ね
。
敬
語
の
な
い
表
現
な
ら
、
「
思
ふ
ら
む
」

に
な
る
ん
だ
が
、
定
賴
は
小
式
部
に
敬
意
を
こ
め
た
い
が
、
「
思
う
」
と
い
う
動
作
は
、
敬
意
を
こ
め
た
い
小
式
部
自
身
の
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動
作
だ
か
ら
、
尊
敬
表
現
に
し
て
「
お
ぼ
す
」
を
使
っ
た
わ
け
。
つ
ま
り
、


⛷
ऊ
ै
৵
ૄ

प
ৌ
घ
ॊ
ร
ਔ
॑
ऒ
ी
ञ

๑
ร

ਠ

に
な
る
。

次
に
、
「
過
ぎ
ら
れ
け
る
を
」
は
、
誰
の
表
現
だ
い
？

そ
う
、
今
度
は
作
者
だ
よ
ね
。
作
者
は
、
定
賴
に
敬
意
を
こ
め

た
い
ん
だ
が
、
こ
の
「
過
ぎ
」
と
い
う
動
作
は
定
賴
自
身
の
も
の
、
つ
ま
り
定
賴
が
動
作
主
だ
か
ら
、
尊
敬
の
助
動
詞
「
ら

る
」
を
用
い
て
、
動
作
を
高
め
た
ん
だ
よ
。
つ
ま
り
、



ऊ
ै

⛷
प
ৌ
घ
ॊ
ร
ਔ
॑
ऒ
ी
ञ
๑
ร

ਠ

に
な
る
。

後
に
出
て
く
る
「
袖
を
放
ち
て
逃
げ
ै
ो
け
り
」
も
全
く
同
じ
だ
ね
。

ち
な
み
に
、
「
た
だ
今
詠
み
出
だ
す
べ
し
と
は
、
知
ら
ो
ざ
り
け
る
に
や
」
も
、
こ
れ
と
同
じ
な
ん
だ
が
、
用
い
て
い
る

助
動
詞
が
「
ら
る
」
「
る
」
と
い
う
違
い
は
あ
る
。
こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
上
の
動
詞
の
活
用
の
種
類
が
違
う
か
ら
だ
よ
。
前

に
説
明
し
た
ぜ
。

य़
থ
॥
থ
ढ़
থ
॥
␚
থ
ڧ

य़
থ
॥
থ
ढ़
থ
॥
␚
থ
ڧ

␝

お
や
お
や
、
タ
イ
ム
オ
ー
バ
ー
だ
よ
。
今
日
の
授
業
は
こ
こ
ま
で
だ
。
で
も
、
ど
う
も
敬
語
の
理
解
が
怪
し
そ
う
だ
ね
。
も

う
ち
ょ
っ
と
補
強
が
い
る
み
た
い
。

に
っ
く
き
コ
ロ
ナ
の
せ
い
で
休
校
が
続
い
て
る
け
ど
、
世
間
の
様
子
を
み
て
る
と
、
そ
ろ
そ
ろ
学
校
再
開
し
そ
う
。
で
も
、

当
分
は
完
全
に
元
に
は
戻
せ
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
た
め
ぐ
ち
授
業
を
も
う
ち
ょ
っ
と
続
け
る
必
要
が
あ
り
そ
う
。

そ
こ
で
だ
、
た
め
ぐ
ち
授
業
の
方
は
、
こ
の
後
、
漢
文
を
お
休
み
に
し
て
、
敬
語
の
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
を
は
か
る
こ
と
に
す
る
。

古
文
の
教
科
書
に
『
竹
取
物
語
』
（
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
）
が
載
っ
て
る
か
ら
、
そ
れ
を
題
材
に
や
っ
て
み
よ
う
。
そ
の
つ
も
り

で
ね
。

さ
あ
、
今
日
も
色
々
学
ん
だ
ろ
？

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
埋
め
て
、
し
っ
か
り
復
習
し
と
け
よ
。

ग

ँ
ऩ
آ
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２
年
古
典
（
古
文
）
『
大
江
山
』
３

ワ
ー
ク
シ
ー
ト

二
年

組

番
〔

〕

①
次
の
傍
線
部
の
「
ら
れ
」
を
文
法
的
に
説
明
し
よ
う
。

・
歌
詠
み
に
と
ら
れ
て
詠
み
け
る
を

・
局
の
前
を
過
ぎ
ら
れ
け
る
を

・
知
ら
れ
ざ
り
け
る
に
や

②
次
に
文
を
口
語
訳
し
よ
う
。

・
小
式
部
、
こ
れ
よ
り
、
歌
詠
み
の
世
に
お
ぼ
え
出
で
き
に
け
り
。

・
こ
れ
ほ
ど
の
歌
、
た
だ
今
詠
み
出
だ
す
べ
し
。

③
次
の
傍
線
部
の
敬
語
表
現
を
説
明
し
よ
う
。

・
「
丹
後
へ
遣
は
し
け
る
人
は
参
り
た
り
や
。
い
か
に
心
も
と
な
く
お
ぼ
す
ら
む
。
」
と
言
ひ
て
、
局
の
前

ڶ

ڷ

ڸ

を
過
ぎ
ら
れ
け
る
を
、

ڹ

Ａ
．
〔

〕
か
ら
〔

〕
に
対
す
る
〔

〕
表
現

Ｂ
．
〔

〕
か
ら
〔

〕
に
対
す
る
〔

〕
表
現

Ｃ
．
〔

〕
か
ら
〔

〕
に
対
す
る
〔

〕
表
現

Ｄ
．
〔

〕
か
ら
〔

〕
に
対
す
る
〔

〕
表
現
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２
年
古
典
（
古
文
）
『
大
江
山
』
３

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
（
解
答
例
）

二
年

組

番
〔

〕

①
次
の
傍
線
部
の
「
ら
れ
」
を
文
法
的
に
説
明
し
よ
う
。

・
歌
詠
み
に
と
ら
れ
て
詠
み
け
る
を

ラ
行
四
段
活
用
動
詞
「
と
る
」
の
未
然
形
活
用
語
尾
と
、
受
身
の
助
動
詞
「
る
」
の
連
用
形

・
局
の
前
を
過
ぎ
ら
れ
け
る
を

尊
敬
の
助
動
詞
「
ら
る
」
の
連
用
形

・
知
ら
れ
ざ
り
け
る
に
や

ラ
行
四
段
活
用
動
詞
「
知
る
」
の
未
然
形
活
用
語
尾
と
、
尊
敬
の
助
動
詞
「
る
」
の
未
然
形

②
次
に
文
を
口
語
訳
し
よ
う
。

・
小
式
部
、
こ
れ
よ
り
、
歌
詠
み
の
世
に
お
ぼ
え
出
で
き
に
け
り
。

小
式
部
は
、
こ
れ
以
降
、
歌
人
の
世
界
で
名
声
が
出
て
き
た
。
（
名
声
が
高
ま
っ
た
。
）

・
こ
れ
ほ
ど
の
歌
、
た
だ
今
詠
み
出
だ
す
べ
し
。

こ
れ
ほ
ど
の
（
す
ぐ
れ
た
）
歌
を
、
す
ぐ
さ
ま
詠
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

③
次
の
傍
線
部
の
敬
語
表
現
を
説
明
し
よ
う
。

・
「
丹
後
へ
遣
は
し
け
る
人
は
参
り
た
り
や
。
い
か
に
心
も
と
な
く
お
ぼ
す
ら
む
。
」
と
言
ひ
て
、
局
の
前

ڶ

ڷ

ڸ

を
過
ぎ
ら
れ
け
る
を
、

ڹ

Ａ
．
〔

定
賴
中
納
言

〕
か
ら
〔

小
式
部
内
侍

〕
に
対
す
る
〔

尊
敬

〕
表
現

Ｂ
．
〔

定
賴
中
納
言

〕
か
ら
〔

小
式
部
内
侍

〕
に
対
す
る
〔

謙
譲
表
現

〕
表
現

Ｃ
．
〔

定
賴
中
納
言

〕
か
ら
〔

小
式
部
内
侍

〕
に
対
す
る
〔

尊
敬

〕
表
現

Ｄ
．
〔

作
者

〕
か
ら
〔

定
賴
中
納
言

〕
に
対
す
る
〔

尊
敬

〕
表
現


