
第
1
問
　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
（
問
�
〜
�
）
に
答
え
よ
。（
配
点
　
50
）

　（
注
１
）

チ
ェ　
ー
ザ
レ
・
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
日
記
に
は
「
何
月
何
日
の
と
こ
ろ
に
…
…
と
い
う
こ
と
を
追
加
」
あ
る
い
は
「
何
月
何
日
に
書
い
た
こ
と
か
ら
は
…
…
と
い
う
結

論
に
な
る
」
と
い
っ
た
記
述
が
し
ば
し
ば
登
場
し
て
く
る
。
し
か
も
追
加
さ
れ
る
内
容
は
、
当
日
は
記
さ
ず
に
あ
と
に
な
っ
て
思
い
出
し
た
出
来
事
で
は
な
く
、
き

わ
め
て
抽
象
的
な
思
念
で
あ
る
。
た
だ
ひ
た
す
ら
自
分
の
日
記
に
読
み
ふ
け
っ
て
い
る
作
者
の
孤
独
な
姿
が
あ
り
あ
り
と
浮
か
ん
で
く
る
よ
う
だ
。
日
記
（
い
ち
い

ち
断
る
の
は
わ
ず
ら
わ
し
い
の
で
、
た
だ
日
記
と
だ
け
し
て
お
く
け
れ
ど
も
、
　（
注
２
）

journal　intim
e

正
し
く
は
個
人
が
そ
の
内
面
を
書
き
記
し
た
日
記
）
を
つ
け
る
こ

と
自
体
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
公
刊
さ
え
す
る
こ
と
を
、
近
代
精
神
の
《
病
》
と
呼
ん
だ
　（
注
３
）

ポ
ー　
ル
・
ブ
ル
ジ
ュ
で
あ
れ
ば
、
病
は
こ
こ
で
極
頂
に
ま
で
達
し
た
と
評
し

た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
い
か
に
病
気
と
呼
ば
れ
よ
う
と
も
、
あ
る
種
の
人
び
と
に
と
っ
て
、
日
記
は
た
だ
毎
日
つ
け
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
そ
れ
を
繰

り
返
し
読
み
、
か
つ
意
見
を
追
加
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
だ
。
再
読
と
記
述
の
追
加
と
は
、
日
記
を
書
く
と
い
う
行
為
の
何
か
本
質
的
な
部
分
に
つ
な

が
っ
て
い
る
。

と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
は
日
記
を
一
つ
の
保
存
装
置
、
と
り
わ
け
《
自
己
》
を
保
存
す
る
容
器
と
考
え
た
い
の
だ
が
、
何
で
あ
れ
、
ま
た
何
の
た
め
で
あ
れ
、
保

存
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
保
存
し
た
も
の
を
将
来
い
つ
か
取
り
出
し
て
く
る
の
を
前
提
と
し
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
今
日
つ
く
っ
た
ジ
ャ
ム
を
い
つ
か

は
食
べ
る
な
ど
と
は
ま
っ
た
く
考
え
も
し
な
い
で
、
瓶
に
密
封
す
る
ひ
と
が
い
る
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
時
が
た
つ
に
つ
れ
て
、
保
存
し
た
こ
と
そ
の
も
の
を
忘

れ
て
し
ま
う
場
合
は
あ
る
け
れ
ど
も—
わ
れ
わ
れ
の
多
く
の
日
記
の
つ
け
方
は
こ
れ
に
あ
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
は
、
け
っ
し
て
忘
れ
る
こ
と
な

く
、
と
き
ど
き
瓶
の
ふ
た
を
開
い
て
は
ジ
ャ
ム
を
少
し
ず
つ
な
め
る
よ
う
な
具
合
に
、
自
分
の
日
記
を
読
み
か
え
し
、
そ
の
う
え
新
た
な
味
つ
け
ま
で
し
て
い
る
の

だ
。
つ
ま
り

A

保
存
と
い
う
作
業
の
基
本
を
忠
実
に
守
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

だ
が
そ
れ
に
し
て
も
、
保
存
す
る
も
の
が
ジ
ャ
ム
で
あ
る
の
と
自
己
で
あ
る
の
と
で
は
、
保
存
の
姿
勢
が
ず
い
ぶ
ん
と
変
わ
っ
て
く
る
。
ジ
ャ
ム
の
保
存
は
、
密

封
し
た
瓶
を
あ
け
て
内
容
物
を
消
費
し
つ
く
し
た
時
点
で
そ
の
目
的
は
達
成
さ
れ
完
結
す
る
。
他
方
で
日
記
の
再
読
に
あ
っ
て
は
、
保
存
の
対
象
は
あ
る
種
の
か
た

ち
で
消
費
さ
れ
る
と
は
い
え
、
し
か
し
減
少
す
る
こ
と
は
け
っ
し
て
な
く
、
逆
に
、
記
述
の
追
加
を
通
し
て
た
え
ず
自
己
増
殖
を
つ
づ
け
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。
こ
の
ち

が
い
は
小
さ
く
な
い
。
保
存
し
た
も
の
が
自
己
増
殖
す
る
と
い
う
点
で
、
日
記
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
む
し
ろ
蓄
財
や
あ
る
い
は
切
手
、
昆
虫
な
ど
の
収
集
に
似

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
日
記
に
記
さ
れ
た
内
面
と
同
様
に
、
資
本
も
ま
た
自
己
増
殖
を
つ
づ
け
る—

少
な
く
と
も
最
初
か
ら
そ
れ
が
消
滅
す
る
こ
と
は
願
わ
れ
て

い
な
い—

の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、
資
本
家
は
た
え
ず
帳
簿
に
目
を
通
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
切
手
の
収
集
家
も
ま
た
、
　ひ日　
　ご
と毎　
ふ
え

て
ゆ
く
収
集
品
を
前
に
し
て
ほ
く
そ
え
み
、
逆
に
、
せ
っ
か
く
集
め
た
も
の
が
た
っ
た
一
つ
で
も
な
く
な
れ
ば
ひ
ど
く
嘆
き
悲
し
む
で
あ
ろ
う
。

古
代
以
来
の
日
記
文
学
の
伝
統
の
あ
る
わ
が
国
は
　お措　
く
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
、
日
記
の
発
達
は
商
人
の
つ
け
る
会
計
簿
に
一
つ
の
起
源
が
あ
る
よ
う

だ
。
言
い
か
え
れ
ば
、
自
己
の
内
面
を
日
記
に
　つ
づ綴　
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
を
一
種
の
財
と
見
な
し
て
蓄
積
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
方
で
資
本
主
義
、
他
方
で
個

人
主
義
と
い
う
、
と
も
に
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
コ
ン

(ア)

カ
ン
を
な
す
と
も
言
う
べ
き
考
え
方
の
成
長
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
。
収
集
が
た
だ
の
趣

味
以
上
の
も
の
と
し
て
広
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
も
、
お
そ
ら
く
は
　

(

注
４)ブ　

ル
ジ
ョ
ワ
社
会
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

B

こ
こ
で
も
同
じ
原
理
が
作
動
し
て
い
る

は
ず
で
あ
る
。
た
だ
し
、
財
の
蓄
積
、
保
存
と
は
言
っ
て
も
、
収
集
や
蓄
財
の
場
合
に
対
象
と
な
る
の
は
い
つ
で
も
他
の
財
と
交
換
が
可
能
な
財
で
あ
り
（
た
と
え

1



ば
　た貯　
め
た
お
金
で
家
を

(イ)

コ
ウ
ニ
ュ
ウ
す
る
）、
し
た
が
っ
て
こ
の
保
存
は
ま
だ
目
的
の
た
め
の
手
段
と
い
う
性
格
を
多
少
と
も
残
し
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
日

記
に
記
さ
れ
る
自
己
の
他
の
も
の
に
変
わ
り
う
る
余
地
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
日
記
に
お
い
て
は
手
段
の
自
己
目
的
化
が
蓄
財
や
収
集
に
も
ま
し

て
い
っ
そ
う
激
し
く
進
行
す
る
の
だ
が
。

資
本
家
の
帳
簿
と
ほ
と
ん
ど
等
価
な
自
己
の
記
録
、
つ
ま
り
何
ご
と
か
の
た
め
の
手
段
と
し
て
記
さ
れ
る
日
記
は
、
し
か
し
、
た
し
か
に
存
在
し
て
い
る
。
い
や

そ
う
し
た
日
記
の
ほ
う
が
む
し
ろ
多
数
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
明
日
の
よ
り
多
く
の
収
入
を
念
じ
な
が
ら
今
夜
の
う
ち
に
会
計
簿
の
記
帳
を
怠
ら
な
い
商
人
と

同
じ
姿
勢
で
、
よ
り
よ
い
自
己
の
実
現
、
向
上
を
め
ざ
し
て
、
と
り
わ
け
反
省
に
多
く
の
部
分
を
さ
い
て
綴
ら
れ
る
日
記
で
あ
る
。「
菓
子
を
食
ひ
す
ぎ
た
り
、
菓

子
は
　こ
れ之　
よ
り
断
然
廃
す
べ
し
」
と
明
治
三
〇
年
に
記
し
た
の
は
　（
注
５
）

西
田　
幾
多
郎
で
あ
る
が
、
殖
産
興
業
の
理
念
が
支
配
す
る
こ
の
時
代
に
即
応
し
て
発
行
さ
れ
た
　（
注
６
）

博
文　

館
の
常
用
日
記
の
な
か
に
同
様
の
反
省
を
書
き
つ
け
た
ひ
と
は
、
西
田
以
外
に
も
少
な
く
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
、
自
己
の
内
面
を
記
録
す
る

こ
と
は
、
克
己
、
向
上
と
い
う
目
的
に
従
属
し
た
手
段
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
く
ら
べ
る
な
ら
ば
、
先
の
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
日
記
、
ま
た
「
日
記
は
私
の
社
交

界
、
私
の
仲
間
」
で
あ
る
と
記
す
　（
注
７
）

ア
ミ　
エ
ル
の
日
記
は
、
外
部
へ
の
道
を
閉
ざ
さ
れ
、
自
己
の
向
上
を
め
ざ
す
か
わ
り
に
、
ひ
た
す
ら
自
己
へ
の
沈
潜
・
　た
ん
で
き

耽
溺　
に
終

始
し
て
い
る
点
で
対
照
的
な
性
格
の
日
記
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
は
、堅
実
な（
つ
ま
り
一
定
の
目
標
を
も
っ
た
）資
本
家
が
や
が
て
金
を
た
め
る
こ
と
だ
け
が
目
的
の
守
銭
奴
に

(ウ)

ダ
し
、ま
た
博
物
学
的
興
味
か
ら
何
か
の
収

集
を
は
じ
め
た
は
ず
の
収
集
家
が
い
つ
の
ま
に
か
集
め
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
情
熱
を
傾
け
る
に
い
た
る
の
と
同
じ
過
程
で
も
っ
て
、向
上
の
た
め
の
自
己
の
記
録
が
、自
己

と
い
う
も
の
に
執
着
し
沈
潜
す
る
日
記
に
転
じ
た
の
だ
っ
た
。こ
の
自
己
目
的
化
あ
る
い
は
自
己
疎
外
は
、や
は
り
逸
脱
、ト
ク

(エ)

サ
ク
そ
し
て
結
局
の
と
こ
ろ
病
と
し
か
呼

び
え
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
し
か
し
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、C

こ
う
し
た
逸
脱
が
実
は
近
代
社
会
に
内
在
す
る
性
格
の
縮
図
に
も

な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
美
術
館
、
博
物
館
ま
た
は
古
文
書
館
な
ど
、
そ
の
制
度
化
と
公
開
が
近
代
以
前
の
社
会
で
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
を

思
い
出
す
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
社
会
に
お
い
て
は
、
個
人
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
収
集
癖
や
日
記
の
習
慣
が
定
着
す
る
と
と
も
に
、
全
体
と
し
て
も
、
単
純
な
消
費
の
対

象
と
は
な
ら
な
い
知
識
や
財
を
記
録
し
保
存
し
、
要
す
る
に
永
遠
化
す
る
こ
と
に
多
大
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
投
じ
ら
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
自
己
の
記
録
に
拘
泥
す

る
日
記
の
向
こ
う
側
に
透
け
て
見
え
て
く
る
の
は
、
近
代
以
降
の
社
会
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
に
宿
命
的
な
　（
注
８
）

フ
ェ　
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

日
記
が
保
存
す
る
対
象
は
、
瓶
詰
の
ジ
ャ
ム
と
は
、
ま
た
お
金
や
収
集
品
と
さ
え
異
な
る
、
き
わ
め
て
特
殊
な
財
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
日
記
は
、
あ
ら
ゆ

る
保
存
装
置
の
う
ち
で
も
っ
と
も
完
全
な
あ
る
い
は
忠
実
な
、
と
い
う
こ
と
は
も
っ
と
も
不
幸
な
装
置
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
出
口
の
な
い
迷
路
の

よ
う
な
日
記
は
、
し
か
し
、
保
存
と
い
う
行
為
の
本
質
を
何
に
も
ま
し
て
純
粋
に
守
り
、
い
か
な
る
現
実
の
目
的
に
も
拘
束
さ
れ
な
い
だ
け
に
、
逆
に
あ
る
種

の
自
由
な
い
し
解
放
を
作
者
に
も
た
ら
し
も
す
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
記
の
機
能
を
極
度
に
追
求
し
た
日
記
は
、
自
己
に
と
っ
て
　ろ
う
ご
く

牢
獄　
で
あ
る
と
と

も
に
、
想
像
力
が
は
ば
た
き
は
じ
め
る
場
所
で
も
あ
る
の
だ
。
自
己
目
的
化
と
い
う
こ
と
で
は
共
通
し
て
い
る
蓄
財
や
収
集
癖
も
、

(オ)

イ
ゼ
ン
と
し
て
事
物
と

の
つ
な
が
り
を
残
し
て
い
る
点
で
、
日
記
の
純
粋
さ
に
は
及
ば
な
い
。
同
じ
く
毎
日
綴
ら
れ
な
が
ら
も
、
備
忘
録
や
反
省
の
記
録
に
あ
っ
て
は
、
記
憶
は
個
々

の
現
実
の
な
か
で
消
費
し
尽
く
さ
れ
て
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
た
え
ず
自
己
に
ま
つ
わ
る
記
憶
を
喚
起
し
、
そ
れ
を
想
像
力
に
結
び
つ

け
て
、
存
在
の
感
覚
を
確
認
す
る
こ
と—

こ
れ
こ
そ
が
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
よ
う
な
日
記
作
家
の
、
自
分
の
日
記
を
再
読
し
新
た
な
記
述
を
追
加
す
る
さ
い
の
、

D

一
見
し
た
と
こ
ろ
苦
渋
に
み
ち
て
は
い
る
が
、
そ
れ
で
も
他
の
何
も
の
に
も
換
え
が
た
い
楽
し
み
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
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（
富
永
茂
樹
『
都
市
の
　ゆ
う
う
つ

憂
鬱　
』
に
よ
る
）

（
注
）

1
　
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ—

イ
タ
リ
ア
の
詩
人
（
一
九
〇
八
〜
一
九
五
〇
）。

2
　journal

intim
e

—

フ
ラ
ン
ス
語
。
こ
こ
で
は
「
内
面
の
日
記
」
の
意
味
。

3
　
ポ
ー
ル
・
ブ
ル
ジ
ェ—

フ
ラ
ン
ス
の
作
家
、
批
評
家
（
一
八
五
二
〜
一
九
三
五
）。

4
　
ブ
ル
ジ
ョ
ワ—

こ
こ
で
は
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
有
産
者
。

5
　
西
田
幾
多
郎—

哲
学
者
（
一
八
七
〇
〜
一
九
四
五
）。

6
　
博
文
館
の
常
用
日
記—

出
版
社
の
博
文
館
が
明
治
期
か
ら
発
売
し
て
い
る
日
記
帳
。

7
　
ア
ミ
エ
ル—

ス
イ
ス
の
哲
学
者
、
文
学
者
（
一
八
二
一
〜
一
八
八
一
）。

8
　
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム—

特
定
の
事
物
を
極
端
に
愛
す
る
性
向
。

問
�

　
傍
線
部

(ア)
〜

(オ)
の
漢
字
と
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
次
の
各
群
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

�

〜

�

。

（ア）

コ
ン
カ
ン

�

︷ ︸︸ ︷

�
　
箱
根
の
セ
キ
を
越
え
る

�
　
太
い
ミ
キ
を
切
る

�
　
キ
モ
に
銘
ず
る

�
　
入
会
を
ス
ス
め
る

�
　
水
が
ク
ダ
を
通
る

（イ）

コ
ウ
ニ
ュ
ウ

�

︷ ︸︸ ︷

�
　
コ
ウ
キ
粛
正
を
徹
底
す
る

�
　
コ
ウ
セ
ツ
を
問
わ
な
い

�
　
山
が
コ
ウ
ヨ
ウ
す
る

�
　
新
聞
を
コ
ウ
ド
ク
す
る

�
　
日
本
カ
イ
コ
ウ
を
調
べ
る

（ウ）

ダ
し

�

︷ ︸︸ ︷

�
　
ダ
ミ
ン
を
む
さ
ぼ
る

�
　
努
力
は
ム
ダ
に
な
ら
な
い

�
　
川
が
ダ
コ
ウ
す
る

�
　
ダ
ラ
ク
し
た
空
気

�
　
ダ
ケ
ツ
案
を
提
示
す
る

（エ）

ト
ク
サ
ク

�

︷ ︸︸ ︷

�
　
夢
と
現
実
が
コ
ウ
サ
ク
す
る

�
　
陰
で
カ
ク
サ
ク
す
る

�
　
文
章
を
テ
ン
サ
ク
す
る

�
　
辞
書
の
サ
ク
イ
ン

�
　
空
気
を
ア
ッ
サ
ク
す
る
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（オ）

イ
ゼ
ン

�

︷ ︸︸ ︷

�
　
イ
リ
ョ
ク
を
発
揮
す
る

�
　
ア
ン
イ
な
考
え

�
　
現
状
を
イ
ジ
す
る

�
　
法
律
に
イ
キ
ョ
す
る

�
　
事
の
ケ
イ
イ
を
説
明
す
る

問
�

　
傍
線
部
A
「
保
存
と
い
う
作
業
の
基
本
を
忠
実
に
守
っ
て
い
る
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の

う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

�

。

�

　
保
存
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
現
状
を
そ
の
ま
ま
残
す
こ
と
だ
が
、
日
記
を
後
世
に
残
す
た
め
に
種
々
の
工
夫
を
こ
ら
す
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
行
為
は
、

現
在
の
あ
る
が
ま
ま
の
事
実
を
忠
実
に
将
来
に
伝
え
よ
う
と
す
る
営
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

�

　
保
存
物
が
腐
ら
な
い
よ
う
な
密
閉
性
の
高
さ
こ
そ
が
保
存
の
要
点
で
あ
る
が
、
日
記
を
一
人
の
読
者
と
し
て
点
検
す
る
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
行
為
に
は
、

自
己
の
内
面
を
純
粋
に
密
封
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
。

�

　
保
存
の
た
め
に
は
、
人
工
的
に
手
を
加
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の
日
の
日
記
を
記
す
だ
け
で
は
な
く
、
後
か
ら
日
記
に
記
述
を
追
加
す
る

パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
行
為
は
、
保
存
に
必
要
な
加
工
に
あ
た
る
と
い
う
こ
と
。

�

　
保
存
を
す
る
の
は
保
存
物
を
何
ら
か
の
形
で
用
い
る
た
め
で
あ
る
が
、
自
分
で
自
分
の
日
記
を
読
み
、
場
合
に
よ
っ
て
は
記
述
を
追
加
す
る
パ
ヴ
ェ
ー

ゼ
の
行
為
は
、
保
存
物
の
使
用
と
い
う
点
で
保
存
の
目
的
に
か
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

�

　
財
産
の
保
存
は
、
そ
の
財
が
自
己
増
殖
し
て
い
く
点
に
特
徴
が
あ
る
が
、
そ
の
日
の
日
記
を
書
く
だ
け
で
な
く
、
後
か
ら
記
述
を
追
加
し
て
い
く
パ

ヴ
ェ
ー
ゼ
の
行
為
は
、
自
己
を
し
だ
い
に
増
殖
さ
せ
て
い
く
よ
う
な
行
為
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

問
�

傍
線
部
B
「
こ
こ
で
も
同
じ
原
理
が
作
動
し
て
い
る
」
と
あ
る
が
、
何
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
「
原
理
」
が
「
作
動
」
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
。

最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

�

。

�

　
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
蓄
財
の
精
神
が
働
い
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
に
お
い
て
も
、
財
の
蓄
積
を
尊
ぶ
資
本
主
義
の

原
理
が
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

�

　
自
己
の
内
面
を
日
記
に
綴
る
営
み
の
背
景
に
資
本
主
義
と
個
人
主
義
の
成
長
と
い
う
原
理
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
趣
味
の
域
を
超
え
た
収
集
活
動
の

広
が
り
に
も
そ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

�

　
収
集
は
た
だ
の
趣
味
以
上
の
も
の
で
あ
る
が
、
収
集
活
動
と
趣
味
活
動
の
双
方
に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
を
支
え
る
資
本
主
義
と
個
人
主
義
の
原
理
が

働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
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�

　
資
本
主
義
と
個
人
主
義
と
い
う
二
つ
の
原
理
が
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
基
本
的
な
精
神
を
形
成
し
た
よ
う
に
、
そ
の
二
つ
の
原
理
が
同
じ
よ
う
に
ブ
ル

ジ
ョ
ワ
社
会
を
形
成
し
た
と
い
う
こ
と
。

�

　
日
記
の
発
達
の
起
源
に
財
の
蓄
積
と
い
う
商
業
活
動
の
原
理
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
収
集
活
動
が
趣
味
以
上
の
も
の
と
な
っ
て
い
く
の
も
商
業
活
動
の

た
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

問
�

傍
線
部
C
「
こ
う
し
た
逸
脱
が
実
は
近
代
社
会
に
内
在
す
る
性
格
の
縮
図
に
も
な
っ
て
い
る
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し

て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

�

。

�

　
日
記
が
、
自
己
の
向
上
の
た
め
の
記
録
か
ら
、
自
己
目
的
化
し
た
日
記
へ
と
転
じ
た
こ
と
と
、
近
代
社
会
に
お
い
て
美
術
館
や
博
物
館
な
ど
事
物
の

収
集
そ
れ
自
体
に
多
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
傾
け
る
設
備
が
成
立
し
た
こ
と
と
は
、
同
じ
精
神
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

�

　
近
代
社
会
に
お
い
て
、
個
人
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
収
集
や
自
己
の
記
録
で
あ
る
日
記
が
定
着
し
、
趣
味
以
上
の
も
の
と
し
て
普
及
し
た
の
と
同
様
に
、

美
術
館
や
博
物
館
・
古
文
書
館
が
制
度
化
さ
れ
、
収
集
さ
れ
た
も
の
が
広
く
一
般
に
公
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

�

　
一
定
の
目
標
を
定
め
て
金
銭
を
蓄
積
し
て
い
た
資
本
家
が
、
金
を
貯
め
る
こ
と
だ
け
が
目
的
の
守
銭
奴
と
化
し
た
よ
う
に
、
日
記
を
書
く
こ
と
で

日
々
の
反
省
を
し
て
い
た
日
記
の
書
き
手
も
、
自
己
の
向
上
そ
れ
自
体
に
深
く
こ
だ
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

�

　
近
代
の
資
本
主
義
社
会
で
、
個
人
が
消
費
の
対
象
に
な
ら
な
い
知
識
や
財
を
記
録
・
蓄
積
し
、
保
存
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
美
術
館
や
博
物

館
・
古
文
書
館
の
制
度
化
や
整
備
に
よ
る
影
響
か
ら
生
じ
た
こ
と
で
、
両
者
に
は
共
通
の
価
値
観
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
。

�

　
自
己
の
記
録
に
拘
泥
す
る
日
記
が
、
個
人
主
義
に
根
ざ
し
た
病
を
反
映
す
る
一
方
で
自
己
の
蓄
積
と
再
生
を
目
的
と
す
る
よ
う
に
、
近
代
以
前
の
社

会
で
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
美
術
館
や
博
物
館
な
ど
の
公
開
も
、
知
識
の
保
存
と
更
新
を
目
指
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

問
�

傍
線
部
D
「
一
見
し
た
と
こ
ろ
苦
渋
に
み
ち
て
は
い
る
が
、
そ
れ
で
も
他
の
何
も
の
に
も
換
え
が
た
い
楽
し
み
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
」
と
あ
る
が
、

こ
こ
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
筆
者
の
日
記
に
対
す
る
考
え
方
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

	

。

�

　
保
存
と
い
う
行
為
の
本
質
を
純
粋
に
追
求
し
た
日
記
は
、
出
口
の
な
い
迷
路
で
あ
る
と
と
も
に
、
再
読
や
新
た
な
記
述
の
追
加
に
よ
っ
て
想
像
力
が

解
放
さ
れ
る
場
所
で
も
あ
る
。

�

　
日
記
を
記
述
す
る
こ
と
は
、
逆
に
記
憶
を
希
薄
に
す
る
と
い
う
作
用
を
持
つ
が
、
日
記
を
読
む
こ
と
を
通
し
て
、
記
憶
を
喚
起
し
、
そ
れ
を
想
像
力

に
結
び
つ
け
て
、
存
在
感
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。

�

　
日
記
の
機
能
を
極
度
に
追
求
し
た
た
め
に
、
外
部
へ
の
道
を
閉
ざ
さ
れ
た
よ
う
な
日
記
は
、
自
己
へ
の
沈
潜
・
耽
溺
に
終
始
す
る
一
方
で
、
自
己
を

完
全
に
保
存
し
て
く
れ
る
も
の
と
な
る
。

�

　
日
記
は
、
蓄
財
や
収
集
の
場
合
と
違
い
、
保
存
し
た
自
己
を
他
の
も
の
と
交
換
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
に
自
己
を
不
変
の
も
の
と
し

て
保
存
す
る
と
い
う
楽
し
み
が
あ
る
。
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�

　
個
人
が
内
面
を
書
き
記
し
た
日
記
は
、
自
己
目
的
化
や
自
己
疎
外
を
通
し
て
近
代
精
神
の
病
を
も
た
ら
す
が
、
一
方
に
お
い
て
、
知
識
や
財
を
記
録

し
、
永
遠
化
す
る
楽
し
み
が
あ
る
。

問
�

本
文
に
お
け
る
筆
者
の
主
張
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
二
つ
選
べ
。
た
だ
し
、
解
答
の
順
序
は
問
わ
な
い
。
解
答
番
号
は

�


・

��

。

�

　
日
記
と
い
う
保
存
装
置
に
保
存
さ
れ
た
自
己
も
、
消
費
さ
れ
う
る
点
で
、
瓶
に
保
存
さ
れ
た
ジ
ャ
ム
と
同
じ
だ
が
、
そ
の
消
費
の
あ
り
方
は
ジ
ャ
ム

と
大
き
く
違
っ
て
い
る
。
日
記
に
保
存
さ
れ
た
自
己
の
場
合
、
収
集
さ
れ
た
切
手
や
昆
虫
と
同
じ
く
、
消
費
さ
れ
る
こ
と
が
最
初
か
ら
期
待
さ
れ
て
い

な
い
。

�

　
日
記
を
書
く
と
い
う
行
為
の
本
質
的
な
部
分
に
あ
る
の
は
、
日
記
を
書
く
人
物
の
孤
独
で
あ
る
た
め
、
自
己
を
増
殖
さ
せ
た
い
と
い
う
願
望
が
生
ま

れ
る
。
そ
の
自
己
増
殖
の
結
果
、
日
記
を
書
く
行
為
は
近
代
社
会
を
生
き
る
人
間
の
孤
独
を
い
や
し
、
孤
独
の
迷
路
か
ら
の
解
放
を
も
た
ら
す
。

�

　
日
記
に
記
述
を
追
加
す
る
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
行
為
は
、
完
成
し
な
い
自
己
の
像
を
完
成
さ
せ
よ
う
と
す
る
果
て
し
な
い
試
み
で
あ
る
。
そ
の
自
己
の
像

へ
の
執
着
は
近
代
精
神
の
病
の
徴
候
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
過
去
を
再
構
成
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
想
像
力
の
領
域
で
も
存
在
の
感
覚
を
確
認
し
よ
う

と
す
る
志
向
が
潜
ん
で
い
る
。

�

　
日
記
の
書
き
手
は
世
界
に
た
だ
一
人
の
個
人
で
あ
る
と
い
う
条
件
が
あ
る
た
め
、
日
記
の
中
の
自
己
は
貨
幣
や
収
集
品
と
違
っ
て
、
い
く
ら
自
己
増

殖
し
て
も
他
の
も
の
と
交
換
で
き
な
い
。
個
人
の
そ
の
か
け
が
え
の
な
さ
ゆ
え
に
、
日
記
に
お
い
て
は
、
自
己
の
反
省
や
克
己
心
・
向
上
心
が
記
さ

れ
、
よ
り
よ
い
自
己
の
実
現
に
向
け
て
努
力
が
語
ら
れ
る
。

�

　
反
省
の
記
録
と
し
て
の
日
記
は
自
己
の
向
上
と
い
う
功
利
的
な
目
的
が
あ
る
点
で
、
商
人
の
つ
け
る
会
計
簿
と
類
似
す
る
。
し
か
し
、
世
俗
的
な
向

上
を
目
指
す
自
己
中
心
的
な
功
利
性
ゆ
え
に
、
社
会
的
、
道
徳
的
に
外
部
へ
の
道
が
閉
ざ
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
自
己
に
沈
潜
す
る
自
己
目
的
化
し
た

日
記
へ
と
転
じ
る
こ
と
に
も
な
る
。

�

　
書
く
こ
と
自
体
が
目
的
化
し
た
日
記
は
、
た
と
え
具
体
的
に
自
己
の
出
来
事
が
書
か
れ
て
い
な
く
て
も
、
自
己
増
殖
的
な
性
格
が
強
く
、
近
代
以
降

の
美
術
館
や
博
物
館
な
ど
と
共
通
の
構
造
を
備
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
日
記
の
場
合
、
保
存
の
対
象
が
抽
象
的
な
自
己
の
思
念
に
な
る
分
だ
け
、
自
己

目
的
化
が
純
粋
に
な
る
傾
向
が
あ
る
。

第
2
問
　
次
の
文
章
は
、
津
島
佑
子
の
小
説
「
水
辺
」
の
末
尾
で
あ
る
。「
私
」
は
夫
と
別
居
し
、
娘
と
の
二
人
暮
ら
し
の
日
々
が
し
ば
ら
く
続
い
た
。
二
人
の
住

ま
い
は
四
階
建
て
の
一
番
上
の
部
屋
で
、
そ
の
部
屋
の
中
を
通
ら
な
い
と
屋
上
に
出
ら
れ
な
い
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
あ
る
夜
、「
私
」
は
壁
の
向
こ
う
に
水
の
音

が
聞
こ
え
る
よ
う
に
思
っ
た
が
、
そ
の
ま
ま
寝
入
っ
て
し
ま
っ
た
。
翌
朝
、
階
下
の
人
か
ら
水
漏
れ
が
す
る
と
い
う
苦
情
が
持
ち
込
ま
れ
る
。
本
文
は
そ
れ
に
続
く

部
分
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
（
問
�
〜
�
）
に
答
え
よ
。（
配
点
　
50
）
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—

す
み
ま
せ
ん
、
そ
こ
は
遠
慮
し
て
下
さ
い
ま
せ
ん
か
。
そ
れ
よ
り
、
屋
上
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
け
さ
、
屋
上
は
調
べ
な
か
っ
た
ん
で
す
。

私
は
あ
わ
て
て
、
二
人
の
男
を
部
屋
の
な
か
の
階
段
に
導
い
た
。
敷
き
放
し
の
乱
れ
た
　ふ
と
ん

蒲
団　
な
ど
見
ら
れ
た
ら
、
と
思
う
だ
け
で
、
体
が
こ
わ
ば
っ
た
。

　ふ

ろ

風
呂　
場
は
異
常
な
か
っ
た
。
屋
上
に
出
る
ド
ア
を
開
け
、
私
が
　ま
っ
さ
き

真
先　
に
外
へ
出
た
。
　め眼　
に
異
様
な
も
の
が
映
っ
た
。
私
は
、
思
わ
ず
、

(ア)

声
を
　も洩　
ら
し
た
。
乾
き

き
っ
て
い
る
は
ず
の
屋
上
に
、
水
が
き
ら
き
ら
光
り
な
が
ら
波
立
っ
て
い
た
。
透
明
な
水
が
豊
か
に
　ひ
ろ拡　
が
っ
て
い
た
。

—
ウ
ミ
！

マ
マ
、
ウ
ミ
だ
よ
。
わ
あ
、
す
ご
い
な
！

お
お
き
い
な
あ
！

娘
は
　は
だ
し

裸
足　
の
ま
ま
、
水
の
な
か
に
跳
び
こ
ん
で
行
っ
た
。
一
人
で
笑
い
声
を
響
か
せ
な
が
ら
、
水
を
　け蹴　
散
ら
し
、
両
手
で
水
を
す
く
い
あ
げ
た
り
、
顔
に
水
を
つ

け
て
み
た
り
し
は
じ
め
た
。
娘
の
足
だ
と
、
水
は
く
る
ぶ
し
ま
で
　の呑　
み
こ
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
。

私
と
二
人
の
男
は
水
の
流
れ
を
　た
ど辿　
り
な
が
ら
、
給
水
塔
の
前
に
行
っ
た
。
水
が
、
そ
こ
か
ら
、
勢
い
よ
く
　あ
ふ溢　
れ
出
て
い
た
。
見
と
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
の
、
水
量

だ
っ
た
。

—

こ
こ
か
ら
、
あ
っ
ち
の
方
へ
流
れ
て
、
排
水
口
で
間
に
合
わ
な
い
分
が
、
下
に
洩
れ
て
い
た
ん
で
す
な
。
ど
こ
か
に
、
小
さ
な
　ひ
び罅　
で
も
出
来
て
い
る
ん
で
し
ょ

う
。
そ
れ
に
し
て
も
…
…
こ
れ
は
大
し
た
眺
め
だ
。

三
階
の
男
も
、

(イ)

気
を
呑
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
す
っ
か
り
穏
や
か
な
表
情
に
戻
っ
て
い
た
。

—

ま
っ
た
く
、
こ
れ
じ
ゃ
、
あ
の
程
度
で
下
が
助
か
っ
た
の
を
、
あ
り
が
た
く
思
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
な
あ
。

—

ほ
ら
、
お
子
さ
ん
を
す
っ
か
り
喜
ば
せ
て
し
ま
っ
た
。

—

う
ち
の
孫
も
、
水
が
大
好
き
で
す
よ
。

二
人
の
男
は
眼
を
細
め
て
、
水
と
戯
れ
て
い
る
娘
の
姿
に
見
入
っ
た
。

—

し
か
し
、
あ
な
た
、
真
下
に
い
て
、
音
ぐ
ら
い
は
聞
こ
え
て
い
た
で
し
ょ
う
に
。

不
動
産
屋
に
言
わ
れ
、
私
は
は
じ
め
て
、
ゆ
う
べ
の
水
の
音
を
思
い
出
し
た
。
あ
の
柔
ら
か
な
、
遠
い
音
。A

こ
の
現
実
の
身
に
も
う
一
度
、
　

よ
み
が

蘇　
え
る
音
だ
っ
た
の
か
、

と
私
は
不
意
を
襲
わ
れ
た
よ
う
な
心
地
が
し
て
、
肌
寒
く
な
っ
た
。

—

そ
う
い
え
ば
、
聞
こ
え
て
い
た
ん
で
す
け
ど
…
…
起
き
て
み
た
ら
、
空
が
晴
れ
上
が
っ
て
い
た
も
の
で
す
か
ら
…
…
そ
の
ま
ま
、
な
ん
と
な
く
…
…
。

—

な
ん
だ
、
そ
の
時
に
ち
ゃ
ん
と
調
べ
て
い
て
く
れ
れ
ば
、
修
理
も
す
ぐ
し
て
も
ら
え
た
の
に
。

三
階
の
男
が
言
っ
た
。
私
は
し
ど
ろ
も
ど
ろ
に
頭
を
下
げ
て
、
あ
や
ま
っ
た
。

翌
朝
早
く
、
給
水
塔
は
修
理
さ
せ
る
か
ら
、
と
い
う
こ
と
で
、
二
人
の
男
は
引
き
払
っ
て
行
っ
た
。

そ
の
夜
、
私
も
裸
足
に
な
っ
て
、
娘
と
た
っ
ぷ
り
屋
上
の
″海
″を
楽
し
ん
だ
。
何
も
危
険
は
な
い
は
ず
な
の
に
、
水
の
拡
が
り
に
身
を
置
く
こ
と
に
は
不
安
が
つ

き
ま
と
い
、
そ
の
不
安
が
心
を
弾
ま
せ
た
。
水
を
掛
け
合
っ
た
り
、
鬼
ご
っ
こ
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
私
も
娘
を
び
し
ょ
　ぬ濡　
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
濡
れ
る
と
、

さ
す
が
に
、
寒
さ
を
感
じ
た
。
日
中
、
い
く
ら
暖
か
く
な
っ
た
と
は
言
え
、
ま
だ
五
月
の
は
じ
め
だ
っ
た
。

部
屋
に
戻
る
と
、
そ
れ
ま
で
ず
っ
と
鳴
り
続
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
電
話
が
ち
ょ
う
ど
鳴
り
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
藤
野
の
顔
が
思
い
浮
か
ん
だ
。
そ
の

顔
に
重
な
り
、
藤
野
と
暮
ら
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
の
自
分
の
喜
び
、
そ
し
て
、
大
喜
び
で
婚
姻
の
届
け
を
区
役
所
に
出
し
に
行
っ
た
自
分
、
藤
野
と
の
子
ど
も
を

7



た
め
ら
い
な
く
産
ん
だ
自
分
に
、
私
は
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
責
任
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
、
と
　（
注
１
）

小
林　
に
問
い
か
け
る
自
分
の
声
が
聞
こ
え
た
。

小
林
は
　
う
な
ず
頷　
い
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
。a
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同
時
に
、
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
人
影
が
ま
わ
り
に
現
れ
、
さ
か
ん
に
頷
き
は
じ
め
た
。

娘
の
父
親
で
あ
り
、
私
の
夫
で
あ
る
男
だ
が
、
私
は
す
で
に
一
ヵ
月
以
上
、
そ
の
男
を
知
ら
な
い
、
知
ら
せ
よ
う
も
な
い
、
と
り
た
て
て
大
き
な
事
件
は
起
こ
ら

な
か
っ
た
が
、
そ
の
平
穏
な
こ
と
に
、
か
え
っ
て
、
こ
れ
か
ら
の
日
々
へ
の
　お
そ恐　
れ
を
膨
ら
ま
せ
ず
に
い
ら
れ
な
い
よ
う
な
生
活
を
続
け
て
き
て
し
ま
っ
て
い
る
。
安

定
を
保
て
る
は
ず
が
な
い
の
に
、
一
向
に
倒
れ
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
ま
ま
根
を
張
り
、
新
し
い
芽
さ
え
　の
ぞ覗　
か
せ
よ
う
と
す
る
、
　ゆ
が歪　
ん
だ
、
こ
わ
れ
や
す
い
、

透
明
な
ひ
と
つ
の
か
た
ま
り
を
眼
の
前
に
し
て
い
る
よ
う
な
心
地
だ
っ
た
。
そ
れ
が
見
え
る
の
は
、
私
の
二
つ
の
眼
だ
け
な
の
だ
。
藤
野
と
再
び
、
夫
婦
と
し
て
、

な
に
げ
な
く
顔
を
合
わ
せ
る
に
は
、

B

私
は
あ
ま
り
に
も
、
こ
の
新
し
く
自
分
に
手
渡
さ
れ
た
不
安
定
な
か
た
ま
り
に
愛
着
を
持
ち
は
じ
め
て
い
た
。
夫
と
し
て
私

に
立
ち
向
か
う
藤
野
の
口
調
は
、
私
に
、
最
早
、
　（
注
２
）

異
和　
感
し
か
与
え
な
か
っ
た
。
そ
の
遠
い
、
意
味
も
よ
く
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
声
に
、
そ
れ
で
も
私

は
、
藤
野
の
方
か
ら
切
り
捨
て
て
く
れ
な
い
限
り
、
耳
を
傾
け
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

別
居
を
決
め
た
の
は
藤
野
の
方
だ
っ
た
の
に
、
そ
れ
で
も
私
は
藤
野
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
の
で
す
か
。
私
は
も
う
一
度
、
ま
わ
り
の
人
影
を
眺
め
た
。

b
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そ
れ
ぞ
れ
私
が
知
っ
て
い
る
人
に
似
て
い
る
よ
う
な
人
影
は
、
一
様
に
深
々
と
頷
い
た
。

そ
の
夜
も
、
水
の
音
は
私
の
耳
も
と
に
響
い
て
い
た
。
私
は
柔
ら
か
く
湿
っ
た
感
触
に
包
ま
れ
て
眠
っ
た
。

翌
朝
、　あ
っ
け

呆
気　
な
く
、給
水
塔
の
修
理
は
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。屋
上
は
み
る
み
る
う
ち
に
、透
明
な
水
を
失
っ
て
い
っ
た
。C

娘
が
私
の
代
わ
り
に
、
修
理
工
を
　な

じ詰　
っ
て
く

れ
た
。

—

お
み
ず
を
、
と
め
ち
ゃ
だ
め
。
け
ち
ん
ぼ
！

だ
い
き
ら
い
！

二
日
後
の
日
曜
日
に
は
、
一
日
が
か
り
で
、
屋
上
が
補
修
さ
れ
た
。
夕
方
、
作
業
が
終
わ
っ
た
と
い
う
の
で
、
屋
上
を
覗
き
に
行
っ
た
。
完
全
に
乾
く
ま
で
、
立

ち
入
ら
な
い
よ
う
に
、
と
注
意
さ
れ
て
い
た
の
で
、
そ
の
注
意
を
娘
に
何
度
も
言
い
聞
か
せ
な
が
ら
、
屋
上
へ
の
階
段
を
登
っ
た
。

ド
ア
を
開
け
て
、
先
に
屋
上
を
見
た
娘
が
、
″海
″を
見
つ
け
た
と
き
よ
り
も
更
に
高
い
金
切
り
声
を
上
げ
て
、
騒
ぎ
は
じ
め
た
。

な
に
ご
と
よ
、
と
　
つ
ぶ
や
呟　
き
な
が
ら
、
私
も
屋
上
を
覗
い
た
。
そ
し
て
、

(ウ)

自
分
の
眼
を
疑
っ
た
。
鮮
や
か
な
銀
色
に
一
面
、
照
り
輝
い
て
い
た
。
　ま
ば眩　
ゆ
さ
に
、
眼
の

奥
が
痛
ん
だ
。
罅
の
い
っ
た
部
分
を
埋
め
る
程
度
の
補
修
か
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
防
水
用
の
ペ
ン
キ
を
屋
上
の
隅
か
ら
隅
ま
で
た
っ
ぷ
り
塗
っ
て
い
っ
た
の
だ
っ

た
。
春
で
す
ら
こ
の
眩
ゆ
さ
で
は
、
夏
に
な
れ
ば
、
覗
き
見
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
に
違
い
な
い
。
こ
の
街
な
か
で
、
眼
を
焼
い
て
し
ま
う
、
雪
原

を
歩
く
人
の
よ
う
に
、
海
を
漂
う
人
の
よ
う
に
。

銀
色
の
海
。

私
は
笑
い
だ
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
も
ま
た
、
素
晴
ら
し
い
眺
め
で
は
な
い
か
。
し
か
も
、
今
度
は
　だ
れ誰　
に
も
こ
の
海
を
持
ち
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

き
れ
い
だ
ね
、
お
ほ
し
さ
ま
み
た
い
だ
ね
、
と
娘
は
銀
色
の
屋
上
に
見
と
れ
て
い
た
。

藤
野
か
ら
電
話
が
掛
か
っ
て
き
た
の
は
、
そ
の
次
の
日
の
夜
だ
っ
た
。
私
に
は
、
ま
す
ま
す
藤
野
の
気
持
ち
を
こ
じ
ら
せ
る
よ
う
な
対
応
し
か
で
き
な
か
っ
た
。

藤
野
の
声
を
聞
く
た
び
に
ど
う
し
て
足
か
震
え
る
の
か
、
分
か
ら
な
か
っ
た
。
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同
じ
夜
、
私
は
自
分
が
銀
色
の
星
の
形
を
し
た
器
の
な
か
に
　す
わ坐　
っ
て
い
る
夢
を
見
た
。
器
は
少
し
ず
つ
回
転
を
速
め
、
気
が
つ
く
と
遠
心
力
で
、
私
の
体
は
平
た

く
な
り
、
壁
に
　は貼　
り
付
い
て
い
た
。
許
し
て
下
さ
い
、
と
叫
ぶ
と
、
中
学
生
の
　こ
ろ頃　
の
同
級
生
が
私
の
星
を
見
上
げ
て
言
っ
た
。

〈
あ
な
た
は
、
ど
う
し
て
、
そ
う
、
だ
め
な
の
〉

同
級
生
と
言
っ
て
も
、
親
し
く
口
を
き
い
た
こ
と
も
な
い
、
ず
ば
抜
け
た
成
績
の
持
ち
主
だ
っ
た
。
い
つ
も
級
長
に
選
ば
れ
て
い
た
の
は
と
も
か
く
、
容
姿
も

整
っ
て
い
た
の
で
、
男
友
だ
ち
も
多
か
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
あ
の
人
を
今
頃
、
夢
に
見
る
と
は
そ
の
こ
と
自
体
、
　ば

か

馬
鹿　
げ
て
い
る
、
と
思
い
な
が
ら
、
そ
ん
な

こ
と
を
言
わ
れ
た
っ
て
、
だ
め
な
も
の
は
だ
め
な
ん
だ
も
の
、
と
涙
を
流
し
な
が
ら
弁
解
を
し
て
い
た
。
そ
れ
に
、
こ
れ
で
も
見
捨
て
ず
に
い
て
く
れ
る
人
だ
っ
て

い
る
わ
。
本
当
よ
。
き
っ
と
、
い
る
わ
。

c
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悲
し
げ
に
首
を
横
に
振
り
、
立
ち
去
っ
て
行
っ
た
同
級
生
は
、
昔
の
ま
ま
の
美
し
い
少
女
だ
っ
た
。

（
注
）

1
　
小
林—

「
私
」
の
勤
務
先
の
上
司
。
結
婚
の
い
き
さ
つ
を
知
っ
て
い
る
。

2
　
異
和
感—
違
和
感
の
こ
と
。
作
者
の
表
記
に
従
っ
て
い
る
。

問
�

傍
線
部

(ア)
〜

(ウ)
の
表
現
の
本
文
中
に
お
け
る
意
味
内
容
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

��

〜

��

。

（ア）

声
を
洩
ら
し
た

��

︷ ︸︸ ︷

�
　
ひ
と
り
ご
と
を
言
っ
た

�
　
こ
っ
そ
り
と
つ
ぶ
や
い
た

�
　
悲
鳴
を
上
げ
た

�
　
感
情
的
に
言
っ
た

�
　
小
さ
く
叫
ん
だ

（イ）

気
を
呑
ま
れ
て

��

︷ ︸︸ ︷

�
　
圧
倒
さ
れ
て

�
　
驚
き
あ
き
れ
て

�
　
無
我
夢
中
で

�
　
引
き
込
ま
れ
て

�
　
不
審
に
思
っ
て
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（ウ）

自
分
の
眼
を
疑
っ
た

��

︷ ︸︸ ︷

�
　
不
思
議
に
思
っ
た

�
　
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た

�
　
不
安
を
感
じ
た

�
　
見
と
れ
た

�
　
意
外
に
思
っ
た

問
�

傍
線
部
A
「
こ
の
現
実
の
身
に
も
う
一
度
、
蘇
え
る
音
だ
っ
た
の
か
、
と
私
は
不
意
を
襲
わ
れ
た
よ
う
な
心
地
が
し
て
、
肌
寒
く
な
っ
た
」
と
あ
る
が
、

な
ぜ
「
私
」
は
「
肌
寒
く
な
っ
た
」
の
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

��

。

�

　
水
の
音
が
す
る
の
に
放
置
し
て
い
た
こ
と
で
、
場
合
に
よ
る
と
大
き
な
事
故
に
な
り
か
ね
な
い
と
不
安
に
な
っ
た
か
ら
。

�

　
水
漏
れ
に
対
す
る
判
断
を
間
違
っ
た
こ
と
か
ら
、
自
分
の
責
任
が
問
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
気
が
か
り
に
な
っ
た
か
ら
。

�

　
現
実
と
非
現
実
を
混
同
し
て
し
ま
う
よ
う
な
自
分
は
、
精
神
的
に
不
安
定
で
は
な
い
か
と
心
配
に
な
っ
た
か
ら
。

�

　
夢
う
つ
つ
で
安
ら
ぎ
を
感
じ
て
い
た
も
の
が
、
実
際
に
は
危
機
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
っ
た
の
だ
と
恐
ろ
し
く
な
っ
た
か
ら
。

�

　
世
の
中
で
は
い
つ
何
が
お
こ
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
体
験
を
し
て
、
人
間
の
生
活
の
不
気
味
さ
を
知
っ
た
か
ら
。

問
�

傍
線
部
B
「
私
は
あ
ま
り
に
も
、
こ
の
新
し
く
自
分
に
手
渡
さ
れ
た
不
安
定
な
か
た
ま
り
に
愛
着
を
持
ち
は
じ
め
て
い
た
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
、「
手
渡
さ

れ
た
」・「
か
た
ま
り
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解

答
番
号
は

��

。

�

　
自
分
か
ら
望
ん
だ
状
況
で
は
な
い
も
の
の
、「
私
」
が
娘
を
育
て
る
責
任
を
受
け
止
め
よ
う
と
決
意
し
て
い
る
こ
と
を
表
す
た
め
。

�

　
別
居
と
い
う
事
態
が
自
分
の
意
志
と
は
関
係
な
く
機
械
的
に
進
行
し
た
こ
と
に
、「
私
」
が
こ
だ
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
表
す
た
め
。

�

　
娘
と
の
二
人
暮
ら
し
と
い
う
意
に
そ
わ
な
い
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
、「
私
」
が
と
ま
ど
っ
て
い
る
こ
と
を
表
す
た
め
。

�

　
夫
と
の
別
居
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
状
況
が
、「
私
」
に
重
く
の
し
か
か
っ
て
く
る
こ
と
を
表
す
た
め
。

�

　
先
が
見
え
な
い
二
人
だ
け
の
生
活
を
強
い
ら
れ
た
が
、「
私
」
が
そ
こ
に
充
実
感
も
覚
え
て
い
る
こ
と
を
表
す
た
め
。

問
�

傍
線
部
C
「
娘
が
私
の
代
わ
り
に
、
修
理
工
を
詰
っ
て
く
れ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
の
表
現
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
「
私
」
の
心
情
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

��

。
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�

　
二
人
だ
け
の
生
活
に
慣
れ
は
じ
め
て
、
娘
が
自
分
の
気
持
ち
を
察
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
水
が
与
え
て
く
れ
る
安
息
を
大
切
に
し
た
い
と
い

う
自
分
の
思
い
を
代
弁
し
て
く
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
う
れ
し
く
思
っ
て
い
る
。

�

　
大
人
で
あ
る
自
分
は
子
供
の
た
め
に
「
海
」
を
残
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
が
、
口
に
出
し
て
言
え
な
い
。
し
か
し
、
無
邪
気
な
子
供
は
好
き
な
こ
と

が
言
え
る
も
の
だ
な
と
痛
快
に
思
っ
て
い
る
。

�

　
娘
と
の
生
活
は
不
安
の
中
に
心
を
弾
ま
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
屋
上
で
の
水
遊
び
は
そ
の
象
徴
の
よ
う
で
あ
り
、
娘
が
そ
れ
を
直
感
的
に
受
け
止
め

自
分
の
気
持
ち
を
う
ま
く
言
っ
て
く
れ
た
と
思
っ
て
い
る
。

�

　
娘
と
の
二
人
き
り
の
生
活
を
守
っ
て
い
き
た
い
の
だ
が
、
周
り
か
ら
の
干
渉
を
防
ぎ
き
れ
ず
に
い
る
。
水
漏
れ
の
件
も
そ
の
一
例
な
の
だ
が
、
娘
が

そ
れ
に
一
人
で
立
ち
向
か
っ
て
く
れ
た
の
で
、
い
じ
ら
し
く
思
っ
て
い
る
。

�

　
遠
慮
を
知
ら
な
い
娘
の
乱
暴
な
言
葉
づ
か
い
に
困
惑
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
乱
暴
さ
が
か
え
っ
て
、
自
分
の
水
へ
の
愛
着
の
率
直
な
表
明
に
な
っ
て

い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
う
れ
し
く
思
っ
て
い
る
。

問
�

波
線
部
a

©

〜
c

©

に
お
け
る
「
私
」
の
想
像
や
夢
の
中
に
現
れ
る
「
人
影
」
や
「
同
級
生
」
の
様
子
を
、「
私
」
は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

��

。

�

　
周
囲
の
人
々
は
私
の
苦
境
を
理
解
し
て
く
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
心
の
さ
さ
え
に
な
っ
て
い
る
。
同
級
生
の
言
動
は
、
他
人
に
頼
り
が
ち
な
私
の
あ
り

方
が
肯
定
で
き
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
客
観
的
な
態
度
で
教
え
て
く
れ
て
い
る
。

�

　
周
囲
の
人
々
は
藤
野
へ
の
慎
重
な
対
応
を
促
す
が
、
率
直
に
は
従
い
が
た
い
。
同
級
生
の
言
動
に
は
、
当
面
の
問
題
か
ら
逃
避
し
が
ち
で
事
態
を
打

開
で
き
な
い
私
の
態
度
に
落
胆
し
、
昔
と
変
わ
ら
な
い
と
非
難
す
る
気
持
ち
が
現
れ
て
い
る
。

�

　
周
囲
の
人
々
は
愛
情
に
責
任
を
持
て
と
い
い
、
ま
た
藤
野
の
気
持
ち
も
考
え
ろ
と
い
う
。
私
は
そ
れ
に
従
う
べ
き
か
ど
う
か
と
悩
ん
で
い
る
が
、
同

級
生
の
言
動
は
、
不
安
定
な
ま
ま
で
決
断
で
き
な
い
私
を
愚
か
だ
と
決
め
つ
け
て
い
る
。

�

　
周
囲
の
人
々
は
結
婚
生
活
に
傷
つ
い
た
私
に
今
後
の
こ
と
を
心
配
し
て
忠
告
し
て
く
れ
る
。
同
級
生
は
親
し
く
な
か
っ
た
が
、
他
人
に
甘
え
る
よ
う

な
私
の
態
度
で
は
事
態
は
解
決
し
な
い
と
親
身
に
な
っ
て
　し
か叱　
っ
て
く
れ
て
い
る
。

�

　
周
囲
の
人
々
は
藤
野
の
い
う
こ
と
を
聞
く
よ
う
に
と
迫
っ
て
く
る
が
、
私
は
ど
う
し
て
も
恐
ろ
し
さ
が
先
に
立
っ
て
う
ま
く
対
応
が
で
き
な
い
。
同

級
生
は
そ
ん
な
私
の
意
志
の
弱
さ
を
ひ
や
や
か
に
批
判
し
て
い
る
。

問
�

こ
の
文
章
に
お
け
る
「
水
」
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
二
つ
選
べ
。
た
だ
し
、
解
答
の
順
序
は
問
わ

な
い
。
解
答
番
号
は

�	

・

�


。

�

　
水
は
「
私
」
を
危
険
に
陥
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
同
時
に
、
無
邪
気
に
さ
せ
た
り
心
を
弾
ま
せ
た
り
す
る
二
面
性
を
持
っ
て
い
る
。
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�

　
水
は
「
私
」
に
現
実
的
な
不
安
と
心
の
安
ら
ぎ
を
与
え
て
お
り
、
そ
れ
は
「
私
」
の
心
の
振
幅
の
大
き
さ
を
示
し
て
い
る
。

�

　
水
は
ひ
と
と
き
の
あ
い
だ
だ
け
「
海
」
を
出
現
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
私
」
に
現
実
の
は
か
な
さ
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

�

　
水
が
豊
か
に
拡
が
る
様
は
、
日
々
の
生
活
で
気
が
晴
れ
な
い
思
い
を
す
る
こ
と
も
あ
る
「
私
」
の
心
を
明
る
く
解
放
す
る
。

�

　
水
の
透
明
性
は
心
を
洗
う
よ
う
な
働
き
を
す
る
と
と
も
に
、「
私
」
の
不
安
な
現
状
を
暗
示
し
て
い
る
。

�

　
水
の
印
象
が
「
私
」
の
心
に
鮮
や
か
に
残
り
、
ペ
ン
キ
が
塗
ら
れ
た
屋
上
ま
で
「
海
」
と
感
じ
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

�

　
罅
に
し
み
こ
む
水
の
存
在
は
、
藤
野
夫
妻
の
あ
い
だ
に
心
の
亀
裂
が
生
じ
て
い
た
こ
と
を
　ひ

ゆ

比
喩　
的
に
表
現
し
て
い
る
。

第
3
問
　
次
の
文
章
は
、
鎌
倉
時
代
後
期
の
歌
人
二
条
　た
め為　
　よ世　
の
歌
論
書
『
和
歌
　て
い
き
ん

庭
訓　
』
の
一
節
で
あ
る
。
歌
道
家
の
一
つ
　み御　
　こ子　
　
ひ
だ
り
左　
家
は
、
藤
原
俊
成
・
定
家
・
為
家

と
続
い
た
が
、
為
家
の
子
の
代
に
な
っ
て
相
続
争
い
が
起
こ
り
、
直
系
の
二
条
家
と
、
傍
系
の
京
極
家
・
　れ
い
ぜ
い

冷
泉　
家
と
に
分
裂
し
て
い
た
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
問

い
（
問
�
〜
�
）
に
答
え
よ
。（
配
点
　
50
）

〈
心
は
新
し
き
を
も
と
む
べ
き
事
〉

こ
の
こ
と
は
古
人
の
教
ふ
る
と
こ
ろ
、
さ
ら
に
師
の
仰
せ
に
た
が
は
ず
。
た
だ
し
、
新
し
き
心
い
か
に
も
　い出　
で
来
が
た
し
。
世
々
の
　せ
ん
じ
ふ

撰
集　
、
世
々
の
歌
仙
、
詠
み

残
せ
る
風
情
あ
る
べ
か
ら
ず
。
さ
れ
ど
も
、
人
の
　
お
も
て
面　
の
ご
と
く
に
、
目
は
二
つ
横
さ
ま
に
、
鼻
は
一
つ
縦
さ
ま
な
り
。
昔
よ
り
変
は
る
こ
と
な
け
れ
ど
も
、
し
か
も

ま
た
同
じ
顔
に
あ
ら
ず
。
さ
れ
ば
、
歌
も
か
く
の
ご
と
し
。
花
を
白
雲
に
ま
が
へ
、
木
の
葉
を
時
雨
に
あ
や
ま
つ
こ
と
は
、
も
と
よ
り
顔
の
ご
と
く
変
は
ら
ね
ど

も
、
さ
す
が
お
の
れ
お
の
れ
と
あ
る
所
あ
れ
ば
、

(ア)

作
者
の
得
分
と
な
る
な
り
。

新
し
き
を
も
と
む
と
て
、
さ
ま
　あ悪　
し
く
卑
し
げ
な
る
こ
と
ど
も
を
も
と
め
詠
む
こ
と
、
あ
る
べ
か
ら
ず
。
　ち
か
ご
ろ

近
頃　
、
　た
れ誰　
と
は
覚
え
　は
べ侍　
ら
ず
、
　（
注
１
）

百
首　
歌
を
人
に
見
せ
ら

れ
侍
り
し
に
、
　（

注
２
）

　た
う
い

擣
衣　　
の
歌
に
、

う
つ
音
の
し
ば
し
と
だ
え
て
聞
こ
え
ぬ
は
今
や
衣
を
巻
き
か
へ
す
ほ
ど

と
い
ふ
歌
の
侍
り
し
を
、
あ
る
人
の
仰
せ
ら
れ
侍
り
し
は
「
擣
衣
の
歌
は
、
う
ぐ
ひ
す
の
声
、
琴
の
音
に
も
ま
さ
り
て
、
や
さ
し
く
聞
き
所
な
ど
侍
る
に
、

(イ)

い
り
た
ち
て
案
内
者
げ
に
侍
る
こ
そ
見
苦
し
く
侍
れ
」。
大
方
は
、
古
人
も
か
か
る
こ
と
は
知
ら
ぬ
に
て
侍
ら
じ
か
し
。
し
か
れ
ど
も
、
見
苦
し
き
こ
と
な
ど
は
捨

て
て
詠
み
侍
ら
ぬ
を
、
め
づ
ら
し
き
こ
と
の
残
り
た
る
と
て
、
も
と
め
出
だ
し
詠
ま
れ
侍
る
は
、
口
伝
無
き
が
致
す
と
こ
ろ
に
こ
そ
侍
た
め
。
こ
の
ほ
か
の
歌
ど
も

も
よ
ろ
し
か
ら
ぬ
の
み
ぞ
侍
り
し
。a

©

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

心
あ
ら
ん
人
は
た
づ
ね
見
て
心
得
ら
れ

べ
き
か
。

ま
た
、
　（
注
３
）

続
千　
載
集
の
と
き
召
さ
れ
侍
り
し
御
百
首
の
中
に
、「
草
刈
り
入
る
る
野
田
の
苗
代
」
と
や
ら
ん
詠
ま
れ
侍
り
し
歌
を
、
あ
る
人
の
仰
せ
ら
れ
し
は
、「
こ

れ
も
　む

げ

無
下　
に
俗
に
近
く
侍
る
も
の
か
な
」
と
ぞ
侍
り
し
。
げ
に
も
田
舎
に
て
「
い
か
な
る
こ
と
ぞ
」
と
尋
ね
侍
り
し
か
ば
、「
田
作
る
と
て
　こ
え肥　
と
か
や
も
ち
入
る
る
」

と
ぞ
申
し
侍
り
し
。
も
し
さ
も
あ
ら
ば
き
た
な
く
や
侍
ら
ん
。
い
か
に
も
家
の
庭
訓
を
も
受
け
、
師
の
口
伝
を
も
聞
き
た
ら
ん
人
は
、
い
か
に
も
か
か
る
こ
と
は
よ

も
侍
ら
じ
。

A

作
者
誰
と
も
知
り
侍
ら
ね
ば
、
も
し
す
ぢ
な
き
こ
と
も
や
侍
ら
ん
。
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大
方
は
世
の
中
皆
ば
け
ば
け
し
く
な
り
て
、
か
ざ
り
た
る
偽
り
に
ふ
け
り
て
、
ま
こ
と
に
迷
ふ
こ
と
の
み
侍
る
こ
そ
、
い
ま
さ
ら
な
る
こ
と
の
み
に
は
侍
ら
ね
ど
も
、
心

憂
く
侍
れ
。あ
る
い
は
、遠
国
な
ど
に
て
我
が
身
を
た
て
ん
と
て
、重
代
の
　（
注
４
）

家
督　
を
そ
し
り
、あ
る
い
は
、b

©

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

「
家
の
秘
説
は
我
こ
そ
習
ひ
伝
え
て

」と
申
す
人
も

侍
り
。
あ
る
い
は
、
門
弟
な
ど
に
信
ぜ
ら
れ
ん
と
て

(ウ)

よ
ん
ど
こ
ろ
な
き
こ
と
を
申
し
出
だ
し
、
あ
る
い
は
、「

B

　（
注
５
）

宗
匠　
な
ど
は
弱
く
か
ひ
な
き
歌
詠
み
に
て
、
少
し
も
風

情
こ
も
り
力
あ
る
歌
は
、
人
の
歌
を
も
見
知
ら
ず
、
我
が
身
も
詠
ま
れ
ず
」
と
申
し
置
き
て
、
信
仰
す
る
人
、
数
を
知
ら
ず
。

こ
れ
ま
め
や
か
に
深
く
惑
へ
る
な
る
べ
し
。
そ
の
ゆ
ゑ
は
、
代
々
伝
は
り
た
る
家
領
等
こ
と
ご
と
く
譲
り
与
へ
、
た
び
た
び
　て
う
か

朝
家　
に
採
用
せ
ら
れ
て
勅
撰
を
承
る

家
督
に
は
秘
し
て
教
へ
ぬ
こ
と
を
、
庶
子
に
授
け
ん
こ
と
し
か
る
べ
し
や
。
家
領
は
偽
る
と
こ
ろ
の
な
き
ま
ま
に
、
我
こ
そ
相
伝
と
称
す
る
人
も
見
え
侍
ら
ず
。
道

は
上
に
見
え
ぬ
あ
ひ
だ
、
無
窮
の
偽
り
に
及
ぶ
。
し
か
れ
ど
も
、

c

©

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

明
察
の
御
代
に
皆
あ
ら
は
れ

ぬ
る
に
こ
そ
。
ま
た
、
歌
の
弱
き
と
は
い
か
に
心
得
べ

き
に
か
。
心
深
く
詞
よ
ろ
し
く
姿
美
し
く
侍
る
を
、
強
き
歌
よ
ろ
し
き
歌
と
は
申
す
べ
し
。
万
葉
集
の
耳
遠
き
こ
と
ば
、
凡
俗
の
心
を
詠
め
る
こ
そ
、
弱
き
歌
と
は

思
ひ
侍
れ
、
た
だ
し
、
卑
劣
の
風
情
は
古
人
詠
じ
も
ら
し
た
れ
ば
も
と
め
よ
く
、

C

幽
玄
の
姿
は
及
ば
ぬ
ま
ま
に
詠
ま
れ
侍
ら
ね
ば
、
化
け
物
を
信
仰
せ
る
に
こ
そ
。

（
注
）

1

百
首
歌—
題
を
設
定
し
て
一
人
で
百
首
詠
む
歌
。
四
季
・

恋
・
雑
に
わ
た
る
題
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
歌
の

作
者
は
為
守
。

2

擣
衣—

衣
服
の
布
地
を
柔
ら
か
く
し
た
り
つ
や
を
出
し
た

り
す
る
た
め
に
板
の
上
で
叩
く
こ
と
。

3

続
千
載
集
の
と
き
召
さ
れ
侍
り
し
御
百
首—

第
十
五
代
の

勅
撰
和
歌
集
『
続
千
載
和
歌
集
』（
一
三
一
九
年
成
立
、
撰

者
は
為
世
）
の
　へ
ん
さ
ん

編
纂　
資
料
と
す
る
た
め
詠
ま
れ
た
百
首
歌
。

こ
の
歌
の
作
者
は
為
相
。

4

家
督—

家
の
当
主
。
為
世
の
こ
と
。

5

宗
匠—

歌
道
の
指
導
者
。
為
世
の
こ
と
。

〔
御
子
左
家
系
図
〕

俊
成

定
家

為
家

為
氏

為
世
（
二
条
家
）

為
教

為
兼
（
京
極
家
）

為
相
（
冷
泉
家
）

為
守
︸︷︷︸

問
�

傍
線
部

(ア)
〜

(ウ)
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

��

〜

��

。
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（ア）

作
者
の
得
分

��

︷ ︸︸ ︷

�
　
作
者
に
入
る
謝
礼

�
　
作
者
の
か
ち
え
た
名
声

�
　
作
者
が
獲
得
し
た
権
利

�
　
作
者
の
表
現
の
独
自
性

�
　
作
者
が
見
い
だ
し
た
素
材

（イ）

い
り
た
ち
て
案
内
者
げ
に

��

︷ ︸︸ ︷

�
　
擣
衣
の
音
が
聞
こ
え
る
場
所
を
教
え
る
人
の
よ
う
で

�
　
擣
衣
を
し
て
い
る
現
場
に
読
者
を
導
く
人
の
よ
う
で

�
　
歌
を
作
る
場
に
身
を
置
い
て
解
説
す
る
人
の
よ
う
で

�
　
歌
の
作
り
方
に
は
詳
し
い
と
自
慢
す
る
人
の
よ
う
で

�
　
擣
衣
の
や
り
方
を
細
か
く
知
っ
て
い
る
人
の
よ
う
で

（ウ）

よ
ん
ど
こ
ろ
な
き
こ
と

��

︷ ︸︸ ︷

�
　
根
拠
の
な
い
こ
と

�
　
や
む
を
得
な
い
こ
と

�
　
頼
み
が
い
が
な
い
こ
と

�
　
苦
し
ま
ぎ
れ
の
こ
と

�
　
思
い
も
寄
ら
な
い
こ
と

問
�

波
線
部
a

©

〜
c

©

の
空
白
部
分
に
は
す
べ
て
補
助
動
詞
「
侍
り
」
が
入
る
。
正
し
い
活
用
形
を
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。

解
答
番
号
は

��

〜

��

。

a

©

心
あ
ら
ん
人
は
た
づ
ね
見
て
心
得
ら
れ

��

べ
き
か
。

b

©

「
家
の
秘
説
は
我
こ
そ
習
ひ
伝
へ
て

��

」

c

©

明
察
の
御
代
に
皆
あ
ら
は
れ

��

ぬ
る
に
こ
そ
。
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�

　
未
然
形
「
侍
ら
」

�

　
連
用
形
「
侍
り
」

�

　
終
止
形
「
侍
り
」

�

　
連
体
形
「
侍
る
」

�

　
已
然
形
「
侍
れ
」

�

　
命
令
形
「
侍
れ
」

問
�

傍
線
部
A
「
作
者
誰
と
も
知
り
侍
ら
ね
ば
、
も
し
す
ぢ
な
き
こ
と
も
や
侍
ら
ん
」
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら

一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

��

。

�

　
歌
の
作
者
は
名
も
な
い
人
な
の
で
、
お
そ
ら
く
姿
の
整
っ
て
い
な
い
歌
を
詠
ん
だ
り
す
る
の
で
し
ょ
う
。

�

　
歌
の
作
者
と
は
面
識
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
仮
に
行
き
違
い
が
あ
っ
た
と
し
て
も
仕
方
が
な
い
で
し
ょ
う
。

�

　
歌
の
作
者
が
だ
れ
だ
か
わ
か
ら
な
い
と
と
ぼ
け
た
せ
い
で
、
も
し
か
し
て
い
さ
か
い
が
生
じ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

�

　
歌
の
作
者
の
こ
と
を
知
ら
ず
に
言
っ
た
こ
と
な
の
で
、
も
し
や
気
を
悪
く
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
ま
す
。

�

　
歌
の
作
者
が
だ
れ
な
の
か
知
り
ま
せ
ん
の
で
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
見
当
外
れ
な
意
見
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

問
�

傍
線
部
B
「
宗
匠
な
ど
は
弱
く
か
ひ
な
き
歌
詠
み
に
て
、
少
し
も
風
情
こ
も
り
力
あ
る
歌
は
、
人
の
歌
を
も
見
知
ら
ず
、
我
が
身
も
詠
ま
れ
ず
」
の
内
容

の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

��

。

�

　
宗
匠
に
な
っ
て
も
力
が
不
足
し
て
い
る
と
、
的
確
に
他
人
の
歌
を
評
価
し
た
り
自
分
で
詠
ん
だ
り
で
き
な
い
。

�

　
宗
匠
は
気
弱
な
性
格
の
た
め
、
人
の
歌
に
つ
い
て
も
自
分
の
歌
に
つ
い
て
も
的
確
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

�

　
宗
匠
な
ど
に
つ
い
て
歌
を
習
っ
て
も
力
強
い
歌
は
作
れ
な
い
の
で
、
他
人
の
歌
を
よ
く
詠
み
、
自
分
で
作
っ
て
み
る
の
が
大
事
だ
。

�

　
宗
匠
は
、
す
ぐ
れ
た
歌
を
見
分
け
る
能
力
も
な
く
、
自
分
で
作
る
能
力
も
な
い
、
ま
こ
と
に
頼
り
な
い
歌
人
で
あ
る
。

�

　
宗
匠
を
含
め
た
今
の
時
代
の
歌
人
の
な
か
に
は
、
力
強
く
か
つ
風
情
の
あ
る
歌
を
詠
む
才
の
あ
る
歌
人
は
い
な
い
。

問
�

傍
線
部
C
「
幽
玄
の
姿
は
及
ば
ぬ
ま
ま
に
詠
ま
れ
侍
ら
ね
ば
、
化
け
物
を
信
仰
せ
る
に
こ
そ
」
の
、
本
文
全
体
の
内
容
と
関
連
さ
せ
た
解
釈
と
し
て
、
適

切
で
な
い
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
二
つ
選
べ
。
た
だ
し
、
解
答
の
順
序
は
問
わ
な
い
。
解
答
番
号
は

�	

・

�


。

�

　
幽
玄
の
姿
は
和
歌
の
理
想
で
あ
っ
て
、
そ
う
簡
単
に
は
実
現
で
き
な
い
。
そ
れ
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
も
難
し
い
の
で
、
化
け
物
を
理
想
と
し
て

信
仰
す
る
よ
う
な
あ
や
ま
り
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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�

　
幽
玄
の
姿
が
な
か
な
か
実
現
さ
れ
ず
、
世
の
中
の
風
潮
が
表
面
的
な
華
や
か
さ
を
尊
ぶ
傾
向
に
あ
る
の
で
、
今
こ
そ
正
し
い
歌
詠
み
の
伝
統
に
立
脚

し
た
和
歌
の
世
界
を
実
現
す
べ
き
で
あ
る
。

�

　
幽
玄
の
姿
は
和
歌
の
理
想
で
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
、
そ
れ
に
到
達
で
き
な
い
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
偽
り
の
教
え
を
規
範
に
す
る
よ

う
な
あ
や
ま
り
を
生
じ
て
い
る
。

�

　
幽
玄
の
姿
は
和
歌
の
理
想
と
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
本
質
は
卑
俗
な
題
材
を
好
ん
で
取
り
上
げ
る
よ
う
な
あ
や
ま
り
を
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
は
あ

た
か
も
化
け
物
へ
の
信
仰
に
似
て
い
る
。

�

　
幽
玄
の
姿
は
極
め
て
微
妙
な
も
の
で
あ
り
、
か
え
っ
て
そ
れ
に
到
達
し
な
い
ま
ま
に
詠
ま
れ
る
の
が
よ
く
、
無
理
に
そ
れ
を
実
現
し
よ
う
と
す
れ

ば
、
化
け
物
を
信
仰
す
る
の
と
同
様
の
あ
や
ま
り
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。

�

　
幽
玄
の
姿
を
理
想
と
す
る
和
歌
の
相
伝
は
、
土
地
の
相
続
な
ど
と
は
違
い
、
目
に
見
え
な
い
も
の
で
あ
る
の
で
、
偽
り
の
理
想
を
追
う
と
化
け
物
へ

の
信
仰
に
似
た
あ
や
ま
り
に
陥
る
危
険
が
あ
る
。

問
�

筆
者
の
主
張
す
る
和
歌
の
読
み
方
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

��

。

�

　
人
間
の
顔
が
、
目
や
鼻
の
数
は
同
じ
で
も
そ
の
形
や
配
置
は
一
人
一
人
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
和
歌
も
微
妙
な
差
異
を
強
調
し
て
詠
む
べ

き
で
あ
る
。

�

　
花
を
白
雲
に
、
木
の
葉
を
時
雨
に
た
と
え
て
表
現
す
る
の
は
、
尊
重
す
べ
き
伝
統
的
な
読
み
方
で
あ
る
が
、
卑
俗
な
題
材
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
し
つ

つ
、
新
し
い
　ひ

ゆ

比
喩　
表
現
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

�

　
「
擣
衣
」
と
い
う
題
で
詠
む
場
合
、
衣
を
打
つ
音
は
優
美
な
の
で
題
材
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
が
、
具
体
的
な
動
作
を
読
み
込
む
の
は
卑
俗
に
な
る
の

で
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。

�

　
農
村
風
景
を
詠
む
場
合
、
農
業
に
従
事
し
て
い
る
人
に
実
状
を
確
か
め
た
上
で
、
卑
俗
な
こ
と
が
ら
を
排
除
し
、
そ
れ
以
外
の
題
材
で
詠
む
べ
き
で

あ
る
。

�

　
伝
統
的
な
表
現
方
法
や
題
材
を
守
る
と
は
い
っ
て
も
『
万
葉
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
和
歌
を
手
本
に
す
る
こ
と
は
、
和
歌
を
俗
っ
ぽ
い
も
の
に
し

て
し
ま
う
の
で
や
め
る
べ
き
で
あ
る
。

問
�

平
安
・
鎌
倉
時
代
の
歌
人
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
正
し
い
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

��

。

�

　
藤
原
俊
成
は
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
の
和
歌
を
尊
重
し
、
歌
論
書
『
近
代
秀
歌
』
を
著
し
た
。

�

　
藤
原
定
家
は
第
八
代
の
勅
撰
和
歌
集
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
撰
者
で
あ
り
、
そ
の
歌
論
に
『
毎
月
抄
』
が
あ
る
。

�

　
後
鳥
羽
上
皇
は
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
　へ
ん
さ
ん

編
纂　
を
命
じ
、
自
ら
も
歌
謡
集
『
梁
塵
秘
抄
』
を
編
ん
だ
。
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�

　
西
行
は
『
新
古
今
和
歌
集
』
に
最
も
多
く
の
歌
が
載
る
歌
人
で
あ
り
、
家
集
に
『
発
心
集
』
が
あ
る
。

�

　
鴨
長
明
は
無
常
観
を
基
調
と
し
た
随
筆
『
方
丈
記
』
な
ら
び
に
歌
論
書
『
無
名
草
子
』
を
著
し
た
。

第
4
問
　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
（
問
�
〜
�
）
に
答
え
よ
。（
設
問
の
都
合
で
返
り
点
・
送
り
仮
名
を
省
い
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。）（
配
点
　
50
）

唐
臨
　リ為
二
　
　（

注
１
）
大　
理
　ト

、
卿
一
　

　メ
テ
初　
　の

ぞ
ミ
莅
レ
　
　ニ

、
職　
　ズ断
二
　
一
死
　ヲ

。
囚
一
　

先
時
　ざ

ス
ル
坐
レ
　
　ニ死　
者
十
余
　
、
人　
皆
他
　ノ官　
　ナ

リ
所
レ
　
　ズ

ル。
断　

　た
ま
た
ま
会　
　（

注
２
）
太　

宗
　み

ゆ
き
シ
幸
レ
　
　ニ

、
寺　
　み

づ
か
ラ
親　
　

（
注
３
）

　ス録
二
　　
囚
　ヲ

。
徒
一
　

他
　ノ官　
　ノ所
レ
　
　ズ

ル
断　
死
　ハ

、
囚　

　シ
テ
称
レ
　
　

（
注
４
）

　ゑ
ん
ト冤　　
　不
レ
　
　や

マ

。
已　

　ノ臨　
　ノ所
レ
　
　ズ

ル
断　
　ハ

、
者　
　シ

テ
黙　
而
　シ無
レ
　
　フ

コ
ト。
言　

太
宗
　シ

ミ
怪
レ
　

　ヲ

、
之　

　フ問
二
　
　ノ其　
　ヲ

。
故
一
　

囚
　こ

た
ヘ
テ
対　
　ハ

ク、
曰　

「
唐
　ノ卿　
　ズ

ル
ヤ

断
レ

　

　ヲ

、
臣　
　ズ必　
　カ

ラ
ン

無
二
　

　
（
注
５
）

　わ
う
ト枉　　
　ら

ん

。
濫
一
　

A

　ゆ
ゑ
ん所

二
　–

　ナ
リ
ト

以　
　ツ絶
　一レ　

　
　ヲ

。
意　
」
太
宗
歎
　ス

ル
コ
ト

息　

　シ
ク
シ
テ

久
レ

　

　ヲ之　

　ハ
ク、
曰　

「
B

為
獄
固
当
若
　
。
是　
」
囚
　つ

ひ
ニ遂　
　　

る見
レ
　
　ゆ

る
サ

。
原　

即
　
、
日　

　セ
ラ
ル

拝
二
　

　
（
注
６
）
御　
史
大
　ニ

。
夫
一
　

太
宗
　ラ親　
　つ

く
リ
テ
為
二
　
　ガ之　
　

（
注
７
）
考　
　ヲ詞
一
　
　ハ

ク、
曰　

「
　ハ形　
　ク若
二
　
死
　ノ

、
灰
一
　

C

　ハ心　
　シ

ト
如
二
　
鉄
　ノ

。
石
一
　
」　メ

、
初　
臨
　リ為
二
　
　

（
注
８
）
殿　
中
侍
御
　ト

、
史
一
　

　ス正
レ
　
　（

注
９
）

　ヲ

。
班　　
　

（
注
10
）

大　
夫
　ゐ韋　
　て

い挺　
　ム

ル
ニ

責　
　テ

ス
以
二
　
　

（
注
11
）

朝　
　ノ列　
　ル

ヲ
不
　一レ　

　
　ナ

ラ。
粛　

臨
　ハ

ク、
曰　

「
　レ此　
　そ

レ将　
　た

リ為
二
　
小
　
、
事
一
　

　不
二
　
　テ以　
　セ介
　一レ　

　
　ニ

。
意　

　フ請　
　ま

タ
ン
ト

俟
二
　
後
　ヲ

。
命
一
　
」
翌
　
、
日　
挺
　レ離
レ
　
　ヲ班　
　与
二
　
　

（
注
12
）

江　
夏
王
　だ

う道　
　そ

う宗
一
　
　ル

。
語　

D

　は
し
リ趨　
　ミ

テ
進　
　ハ

ク、
曰　

「
王
　ス

ル
乱
レ
　
　ヲ

。
班　
」

E

　ニ将
レ
　
　ゼ

ン
ト

弾
レ

　

　ヲ

。
之　

道
宗
　ハ

ク
曰　
、「
　と共
二
　
公
卿
大
　夫
一
　
　ル

ト。
語　
」
臨
　ハ

ク
曰　
、「
大
　モ夫　
　ま

タ亦　
　セ

リ
ト

乱
レ

　

　ヲ

。
班　

」
F

挺
　ヒ

テ
失
レ
　
　ヲ色　
而
　ク

。
退　

同
列
　シ莫
レ
　
　ル不
二
　
　

（
注
13
）

　し
よ
う悚　　
　ど

う
セ

。
動
一
　

（
　

り
ゅ
う
し
ゅ
く

劉
粛　
『
大
唐
新
語
』
に
よ
る
）
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（
注
）

1
　
大
理
卿—

大
理
寺
（
司
法
を
担
当
す
る
役
所
）
の
長
官
。

2
　
太
宗—

唐
の
第
二
代
の
皇
帝
。

3
　
録—

裁
判
に
間
違
い
が
な
い
か
、
再
点
検
す
る
こ
と
。

4
　
冤—

無
実
の
罪
。

5
　
枉
濫—

法
を
ま
げ
て
罪
に
お
と
し
い
れ
る
こ
と
。

6
　
御
史
大
夫—

御
史
台
（
役
人
の
不
正
取
り
締
ま
り
・
式
典
の
進
行
な
ど
を
担
当
す
る
役
所
）
の
長
官
。

7
　
考
詞—

役
人
の
業
績
や
人
格
を
評
し
た
言
葉
。

8
　
殿
中
侍
御
史—

御
史
大
夫
に
従
属
す
る
官
。

9
　
班—

儀
式
に
お
け
る
席
次
。

10
　
大
夫—

御
史
大
夫
を
指
す
。

11
　
朝
列
不
粛—

朝
廷
で
の
儀
式
の
列
が
整
っ
て
い
な
い
こ
と
。

12
　
江
夏
王
道
宗—
唐
の
王
族
の
ひ
と
り
。

13
　
悚
動—

恐
れ
て
震
え
あ
が
る
こ
と
。

問
�

傍
線
部
A
「
　所
二　–

以
　ツ絶
　一レ　　
　
。
意　
」
と
あ
る
が
、
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答

番
号
は

��

。

�

　
そ
れ
が
私
が
太
宗
に
会
う
の
を
断
念
し
た
理
由
で
す
。

�

　
そ
れ
が
私
が
釈
放
の
望
み
を
持
っ
た
理
由
で
す
。

�

　
そ
れ
が
私
が
絶
望
し
て
無
実
の
罪
に
服
し
た
理
由
で
す
。

�

　
そ
れ
が
私
が
唐
臨
の
裁
判
を
拒
否
す
る
理
由
で
す
。

�

　
そ
れ
が
私
が
判
決
を
す
な
お
に
受
け
入
れ
た
理
由
で
す
。

問
�

傍
線
部
B
「
為
獄
固
当
若
是
」
の
返
り
点
の
付
け
方
と
そ
の
読
み
方
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番

号
は

��

。

�

　
　為
二　
獄
固
　当
一　
　若
レ　
是

獄
の
　も
と固　
よ
り
　あ当　
た
る
が
　た
め為　
に
　か是　
く
の
　ご
と若　
し
と

�

　
　為
二　
獄
固
　当
　一レ　　
　若
レ　
是

獄
の
固
よ
り
　ま
さ当　
に
是
く
の
若
く
な
る
べ
き
が
　た
め為　
な
り
と

�

　
　為
二　
獄
固
　当
　一レ　　
　若
レ　
是

獄
の
固
よ
り
是
く
の
若
く
　あ当　
た
る
を
　を
さ為　
む
と
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�

　
　為
レ　
獄
固
　当
レ　
　若
レ　
是

獄
を
　を
さ為　
む
る
こ
と
固
よ
り
　ま
さ当　
に
是
く
の
若
く
な
る
べ
し
と

�

　
　為
レ　
獄
固
当
　若
レ　
是

獄
を
　を
さ為　
め
て
固
よ
り
　あ当　
た
る
こ
と
是
く
の
若
し
と

�

　
　為
レ　
獄
固
　当
レ　
　若
レ　
是

獄
の
　た
め為　
に
固
よ
り
　ま
さ当　
に
是
く
の
若
く
す
べ
し
と

問
�

傍
線
部
C
「
心
　如
二　
鉄
　石
一　
」
は
、
唐
臨
の
ど
の
よ
う
な
態
度
を
表
現
し
た
も
の
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解

答
番
号
は

��

。

�

　
死
刑
の
判
決
を
受
け
た
者
で
さ
え
納
得
す
る
ほ
ど
厳
密
に
裁
判
を
行
う
公
正
な
態
度
。

�

　
囚
人
が
無
実
を
訴
え
て
も
、
そ
れ
に
惑
わ
さ
れ
ず
に
正
し
く
裁
判
を
行
う
冷
静
な
態
度
。

�

　
自
分
が
一
度
く
だ
し
た
判
決
は
皇
帝
の
命
令
が
あ
っ
て
も
変
え
よ
う
と
し
な
い
厳
格
な
態
度
。

�

　
囚
人
に
無
実
の
可
能
性
が
あ
れ
ば
、
判
決
を
再
審
査
し
よ
う
と
す
る
厳
正
な
態
度
。

�

　
無
実
の
可
能
性
が
あ
っ
て
も
、
他
の
役
人
が
く
だ
し
た
判
決
に
は
関
与
し
な
い
堅
固
な
態
度
。

問
�

傍
線
部
D
「
趨
進
曰
」・
E
「
　将
レ　
　弾
レ　
之
」
の
主
語
と
し
て
最
も
適
当
な
組
合
せ
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

��

。

�

　
D
唐
臨

E
唐
臨

�

　
D
唐
臨

E
道
宗

�

　
D
唐
臨

E
韋
挺

�

　
D
韋
挺

E
唐
臨

�

　
D
韋
挺

E
道
宗

�

　
D
韋
挺

E
韋
挺

問
�

傍
線
部
F
「
挺
　失
レ　
色
而
退
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

��

。

�

　
王
族
で
あ
る
道
宗
に
遠
慮
し
て
そ
の
過
失
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
御
史
大
夫
と
し
て
の
立
場
を
失
っ
た
か
ら
。

�

　
厳
粛
な
儀
式
で
席
を
離
れ
て
私
語
を
す
る
と
い
う
過
失
を
道
宗
に
指
摘
さ
れ
、
上
司
と
し
て
の
面
目
を
失
っ
た
か
ら
。

�

　
儀
式
の
場
に
お
け
る
道
宗
と
自
分
の
過
失
を
部
下
の
唐
臨
に
指
摘
さ
れ
、
御
史
大
夫
と
し
て
の
立
場
を
失
っ
た
か
ら
。

�

　
儀
式
が
厳
粛
で
な
い
こ
と
を
、
道
宗
だ
け
で
な
く
部
下
の
唐
臨
に
ま
で
指
摘
さ
れ
、
上
司
と
し
て
の
面
目
を
失
っ
た
か
ら
。

�

　
儀
式
の
場
で
道
宗
か
ら
話
し
か
け
ら
れ
て
そ
れ
に
応
じ
た
こ
と
を
上
司
に
指
摘
さ
れ
、
御
史
大
夫
と
し
て
の
立
場
を
失
っ
た
か
ら
。
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問
�

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

��

。

�

　
唐
臨
は
、
大
理
卿
の
と
き
裁
判
が
公
平
無
私
だ
っ
た
の
で
太
宗
の
考
詞
を
た
ま
わ
り
、
殿
中
侍
御
史
に
任
命
さ
れ
た
。

�

　
唐
臨
は
、
　え
ん
ざ
い

冤
罪　
だ
と
訴
え
る
死
刑
囚
を
太
宗
が
許
そ
う
と
し
た
の
に
対
し
て
、
自
分
の
く
だ
し
た
判
決
は
正
し
い
と
主
張
し
た
。

�

　
唐
臨
は
殿
中
侍
御
史
の
と
き
上
司
に
対
し
て
も
自
分
の
信
念
を
強
く
主
張
し
た
の
で
、
彼
の
身
を
案
じ
な
い
者
は
な
か
っ
た
。

�

　
唐
臨
は
殿
中
侍
御
史
に
な
っ
て
か
ら
も
自
ら
の
意
志
を
貫
い
た
た
め
、
世
間
で
は
彼
の
こ
と
を
鉄
石
の
ご
と
き
人
物
と
称
賛
し
た
。

�

　
唐
臨
は
殿
中
侍
御
史
の
と
き
韋
挺
の
過
ち
を
指
摘
し
、
大
理
卿
に
な
っ
て
か
ら
も
公
正
な
裁
判
を
行
い
、
御
史
大
夫
に
昇
進
し
た
。
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