
 

羅
生
門 

授
業
プ
リ
ン
ト 

 

■
第
一
段
落 
第
一
節
（
五
四
・
１
～
五
四
・
６
） 

一 

「
あ
る
日
の
暮
れ
方
の
こ
と
で
あ
る
。
一
人
の
下
人
が
、
羅
生
門
の
下

で
雨
や
み
を
待
っ
て
い
た
」（
五
四
・
１
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
い
つ
」「
誰
が
」
「
ど
こ
で
」「
何
を
」「
し
て
い
た
」
か
を
ま
と
め

よ
。 

い
つ 

 

〔 
 
 
 

 
 

 
〕 
誰
が

〔 
 

 
 
 

〕 

ど
こ
で 

〔 
 
 
 

 
 

 

〕 
何
を

〔 
 

 
 
 

〕 

し
て
い
た

〔 
 
 
 

 
 

 

〕 

⑵
「
あ
る
日
の
暮
れ
方
」
と
い
う
時
間
帯
の
設
定
は
、
物
語
に
ど
の
よ
う

な
印
象
を
与
え
る
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑶ 

主
人
公
に
名
前
を
与
え
ず
、
「
下
人
」
と
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

〕 
 

二 

「
広
い
門
の
下
に
は
、
こ
の
男
の
ほ
か
に
誰
も
い
な
い
。
た
だ
、
と
こ

ろ
ど
こ
ろ
丹
塗
り
の
剝
げ
た
、
大
き
な
円
柱
に
、
き
り
ぎ
り
す
が
一
匹
と

ま
っ
て
い
る
。
羅
生
門
が
、
朱
雀
大
路
に
あ
る
以
上
は
、
こ
の
男
の
ほ
か

に
も
、
雨
や
み
を
す
る
市
女
笠
や
揉
烏
帽
子
が
、
も
う
二
、
三
人
は
あ
り

そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
こ
の
男
の
ほ
か
に
は
誰
も
い
な
い
」
（
五

四
・
３
）
に
つ
い
て
、 

⑴ 

下
人
の
い
る
羅
生
門
の
様
子
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑵
「
き
り
ぎ
り
す
が
一
匹
と
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
季
節
は

い
つ
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑶
「
き
り
ぎ
り
す
が
一
匹
と
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う
表
現
は
、
ど
の
よ
う

な
効
果
を
上
げ
て
い
る
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 

⑷
「
羅
生
門
」
は
、
京
都
の
ど
こ
に
位
置
し
て
い
た
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑸
「
羅
生
門
が
、
朱
雀
大
路
に
あ
る
以
上
は
、
こ
の
男
の
ほ
か
に
も
、
雨

や
み
を
す
る
市
女
笠
や
揉
烏
帽
子
が
、
も
う
二
、
三
人
は
あ
り
そ
う
な

も
の
で
あ
る
」
の
は
な
ぜ
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

〕 
 

■
第
一
段
落 

第
二
節
（
五
四
・
７
～
五
六
・
14
） 

一 

「
こ
の
二
、
三
年
、
京
都
に
は
、
地
震
と
か
辻
風
と
か
火
事
と
か
飢
饉 

と
か
い
う
災
い
が
続
い
て
起
こ
っ
た
。
そ
こ
で
洛
中
の
さ
び
れ
方
は
ひ
と

と
お
り
で
は
な
い
。
旧
記
に
よ
る
と
、
仏
像
や
仏
具
を
打
ち
砕
い
て
、
そ

の
丹
が
つ
い
た
り
、
金
銀
の
箔
が
つ
い
た
り
し
た
木
を
、
道
端
に
積
み
重

ね
て
、
薪
の
料
に
売
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（
五
四
・
７
）
に
つ

い
て
、 

⑴
「
洛
中
」
と
は
、
ど
こ
の
こ
と
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑵
「
洛
中
」
の
外
は
何
と
い
う
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑶ 

当
時
の
京
都
の
様
子
は
ど
う
だ
っ
た
か
。
ま
た
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。 

様
子

〔 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

〕 

な
ぜ

〔 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

〕 

⑷
「
旧
記
に
よ
る
と
」
と
い
う
表
現
は
、
ど
の
よ
う
な
効
果
を
上
げ
て
い

る
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 

⑸
「
薪
の
料
」
と
は
、
何
の
こ
と
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑹
「
仏
像
や
仏
具
を
打
ち
砕
い
て
、
そ
の
丹
が
つ
い
た
り
、
金
銀
の
箔
が

つ
い
た
り
し
た
木
を
、
道
端
に
積
み
重
ね
て
、
薪
の
料
に
売
っ
て
い

た
」
か
ら
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
う
か
が
え
る
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 
 

二 

「
洛
中
が
そ
の
始
末
で
あ
る
か
ら
、
羅
生
門
の
修
理
な
ど
は
、
も
と
よ

り
誰
も
捨
て
て
顧
み
る
者
が
な
か
っ
た
。
す
る
と
そ
の
荒
れ
果
て
た
の
を

よ
い
こ
と
に
し
て
、
狐
狸
が
棲
む
。
盗
人
が
棲
む
。
と
う
と
う
し
ま
い
に

は
、
引
き
取
り
手
の
な
い
死
人
を
、
こ
の
門
へ
持
っ
て
来
て
、
捨
て
て
行

く
と
い
う
習
慣
さ
え
で
き
た
。
そ
こ
で
、
日
の
目
が
見
え
な
く
な
る
と
、

誰
で
も
気
味
を
悪
が
っ
て
、
こ
の
門
の
近
所
へ
は
足
踏
み
を
し
な
い
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
」（
五
四
・
10
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
も
と
よ
り
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑵
「
顧
み
る
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑶
「
狐
狸
が
棲
む
。
盗
人
が
棲
む
」
か
ら
は
、
羅
生
門
付
近
が
ど
の
よ
う

な
状
況
に
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

〕 

⑷
「
日
の
目
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

 

学年 

 

組 

 

番号 

 

名前 

 

 



 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 
⑸
「
日
の
目
が
見
え
な
く
な
る
」
と
は
、
こ
こ
で
は
ど
う
い
う
意
味
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑹
「
足
踏
み
」
と
は
、
こ
こ
で
は
ど
う
い
う
意
味
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 
 

三 

「
そ
の
代
わ
り
ま
た
か
ら
す
が
ど
こ
か
ら
か
、
た
く
さ
ん
集
ま
っ
て
来

た
。
昼
間
見
る
と
、
そ
の
か
ら
す
が
何
羽
と
な
く
輪
を
描
い
て
、
高
い
鴟

尾
の
周
り
を
鳴
き
な
が
ら
、
飛
び
回
っ
て
い
る
。
殊
に
門
の
上
の
空
が
、

夕
焼
け
で
赤
く
な
る
時
に
は
、
そ
れ
が
胡
麻
を
ま
い
た
よ
う
に
は
っ
き
り

見
え
た
」（
五
六
・
６
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
そ
の
代
わ
り
」
の
「
そ
の
」
は
、
何
を
指
し
て
い
る
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑵ 

か
ら
す
の
描
写
は
、
ど
の
よ
う
な
効
果
を
上
げ
て
い
る
か
。
１ 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 

⑶
「
殊
に
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 
 

四 

「―
―

も
っ
と
も
今
日
は
、
刻
限
が
遅
い
せ
い
か
、
一
羽
も
見
え
な

い
。
た
だ
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
、
崩
れ
か
か
っ
た
、
そ
う
し
て
そ
の
崩
れ
目

に
長
い
草
の
生
え
た
石
段
の
上
に
、
か
ら
す
の
糞
が
、
点
々
と
白
く
こ
び

り
つ
い
て
い
る
の
が
見
え
る
。
下
人
は
七
段
あ
る
石
段
の
い
ち
ば
ん
上
の

段
に
、
洗
い
ざ
ら
し
た
紺
の
襖
の
尻
を
据
え
て
、
右
の
頰
に
で
き
た
、
大

き
な
に
き
び
を
気
に
し
な
が
ら
、
ぼ
ん
や
り
、
雨
の
降
る
の
を
眺
め
て
い

た
」（
五
六
・
10
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
刻
限
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑵
「
洗
い
ざ
ら
し
た
紺
の
襖
」
か
ら
は
、「
下
人
」
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に

あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 

⑶
「
下
人
」
に
「
大
き
な
に
き
び
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
下
人
」
が
ど
の

よ
う
な
人
物
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 
 

■
第
一
段
落 

第
三
節
（
五
六
・
15
～
五
七
・
12
） 

一 

「
作
者
は
さ
っ
き
、
「
下
人
が
雨
や
み
を
待
っ
て
い
た
。
」
と
書
い
た
。

し
か
し
、
下
人
は
雨
が
や
ん
で
も
、
格
別
ど
う
し
よ
う
と
い
う
当
て
は
な

い
。
ふ
だ
ん
な
ら
、
も
ち
ろ
ん
、
主
人
の
家
へ
帰
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
そ
の
主
人
か
ら
は
、
四
、
五
日
前
に
暇
を
出
さ
れ
た
。
前
に
も

書
い
た
よ
う
に
、
当
時
京
都
の
町
は
ひ
と
と
お
り
な
ら
ず
衰
微
し
て
い

た
」（
五
六
・
15
）
に
つ
い
て
、 

 

⑴ 

こ
こ
で
突
如
「
作
者
は
さ
っ
き
」
と
語
り
手
の
「
作
者
」
が
登
場
す

る
。
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 

⑵
「
暇
を
出
す
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑶
「
衰
微
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 
 

二 

「
今
こ
の
下
人
が
、
永
年
、
使
わ
れ
て
い
た
主
人
か
ら
、
暇
を
出
さ
れ

た
の
も
、
実
は
こ
の
衰
微
の
小
さ
な
余
波
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か
ら

「
下
人
が
雨
や
み
を
待
っ
て
い
た
。
」
と
言
う
よ
り
も｢

雨
に
降
り
こ
め
ら

れ
た
下
人
が
、
行
き
所
が
な
く
て
、
途
方
に
暮
れ
て
い
た
。｣

と
言
う
ほ
う

が
、
適
当
で
あ
る
。
そ
の
上
、
今
日
の
空
模
様
も
少
な
か
ら
ず
、
こ
の
平

安
朝
の
下
人
のS

e
n
ti
m
en
ta
l
is
m
e

サ

ン

チ

マ

ン

タ

リ

ス

ム

に
影
響
し
た
。
申
の
刻
下
が
り
か
ら
降

り
出
し
た
雨
は
、
い
ま
だ
に
上
が
る
気
色
が
な
い
」(

五
七
・
３)

に
つ
い

て
、 

⑴
「
余
波
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑵
「
途
方
に
暮
れ
る
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑶ 

こ
こ
で
の
「
下
人
」
は
、
ど
の
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 

⑷
「S

e
n
ti
m
en
ta
l
is
m
e

サ

ン

チ

マ

ン

タ

リ

ス

ム

」
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
語
は
、
ど
の
よ
う
な
効
果
を

上
げ
て
い
る
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑸
「
申
の
刻
」
と
あ
る
が
、｢

子
の
刻｣

は
今
の
何
時
か
ら
何
時
に
当
た
る

か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑹
「
気
色
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 
 

■
第
一
段
落 

第
四
節
（
五
七
・
13
～
五
九
・
４
） 

一 

「
雨
は
、
羅
生
門
を
包
ん
で
、
遠
く
か
ら
、
ざ
あ
っ
と
い
う
音
を
集
め

て
来
る
。
夕
闇
は
し
だ
い
に
空
を
低
く
し
て
、
見
上
げ
る
と
、
門
の
屋
根

が
、
斜
め
に
突
き
出
し
た
甍
の
先
に
、
重
た
く
薄
暗
い
雲
を
支
え
て
い

る
」（
五
七
・
13
）
に
つ
い
て
、 



 

⑴
「
雨
は
、
羅
生
門
を
包
ん
で
、
遠
く
か
ら
、
ざ
あ
っ
と
い
う
音
を
集
め

て
来
る
」
と
い
う
一
文
で
使
用
さ
れ
て
い
る
表
現
技
法
は
何
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 
 

二 

「
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
を
、
ど
う
に
か
す
る
た
め
に
は
、
手
段
を

選
ん
で
い
る
い
と
ま
は
な
い
。
選
ん
で
い
れ
ば
、
築
土
の
下
か
、
道
端
の

土
の
上
で
、
飢
え
死
に
を
す
る
ば
か
り
で
あ
る
」
（
五
八
・
１
）
に
つ
い

て
、 

⑴
「
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
」
と
は
何
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑵
「
い
と
ま
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑶
「
手
段
を
選
ん
で
い
る
い
と
ま
は
な
い
」
か
ら
は
、「
下
人
」
の
ど
の
よ

う
な
状
況
が
う
か
が
え
る
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 
 

三 

「
選
ば
な
い
と
す
れ
ば―

―

下
人
の
考
え
は
、
何
度
も
同
じ
道
を
低
徊

し
た
あ
げ
く
に
、
や
っ
と
こ
の
局
所
へ
逢
着
し
た
。
し
か
し
こ
の
「
す
れ

ば
」
は
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
、
結
局
「
す
れ
ば
」
で
あ
っ
た
。
下
人

は
、
手
段
を
選
ば
な
い
と
い
う
こ
と
を
肯
定
し
な
が
ら
も
、
こ
の
「
す
れ

ば
」
の
か
た
を
つ
け
る
た
め
に
、
当
然
、
そ
の
後
に
来
る
べ
き
「
盗
人
に

な
る
よ
り
ほ
か
に
し
か
た
が
な
い
。
」
と
い
う
こ
と
を
、
積
極
的
に
肯
定

す
る
だ
け
の
、
勇
気
が
出
ず
に
い
た
の
で
あ
る
」
（
五
八
・
４
）
に
つ
い

て
、 

⑴
「
局
所
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑵
「
逢
着
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑶
「
す
れ
ば
」
に
「 

」
が
付
い
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑷
「
か
た
を
つ
け
る
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 
 

四 

「
下
人
は
、
大
き
な
く
さ
め
を
し
て
、
そ
れ
か
ら
、
大
儀
そ
う
に
立
ち

上
が
っ
た
。
夕
冷
え
の
す
る
京
都
は
、
も
う
火
桶
が
欲
し
い
ほ
ど
の
寒
さ

で
あ
る
。
風
は
門
の
柱
と
柱
と
の
間
を
、
夕
闇
と
と
も
に
遠
慮
な
く
、
吹

き
抜
け
る
。
丹
塗
り
の
柱
に
と
ま
っ
て
い
た
き
り
ぎ
り
す
も
、
も
う
ど
こ

か
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
」
（
五
八
・
９
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
大
儀
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑵
「
下
人
は
、
大
き
な
く
さ
め
を
し
て
、
そ
れ
か
ら
、
大
儀
そ
う
に
立
ち

上
が
っ
た
」
か
ら
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
う
か
が
え
る
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

〕 

⑶
「
く
さ
め
」
は
こ
の
場
面
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
。

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

〕 

⑷
「
き
り
ぎ
り
す
も
、
も
う
ど
こ
か
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
」
（
五
八
・

11
）
と
い
う
描
写
は
、
ど
の
よ
う
な
効
果
を
上
げ
て
い
る
か
。
２ 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 
 

五 

「
雨
風
の
憂
え
の
な
い
、
人
目
に
か
か
る
恐
れ
の
な
い
、
一
晩
楽
に
寝

ら
れ
そ
う
な
所
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
で
と
も
か
く
も
、
夜
を
明
か
そ
う
と
思

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
る
と
、
幸
い
門
の
上
の
楼
へ
上
る
、
幅
の
広
い
、

こ
れ
も
丹
を
塗
っ
た
は
し
ご
が
目
に
つ
い
た
。
上
な
ら
、
人
が
い
た
に
し

て
も
、
ど
う
せ
死
人
ば
か
り
で
あ
る
」
（
五
八
・
14
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
人
目
に
か
か
る
恐
れ
の
な
い
」
と
あ
る
が
、
「
人
目
に
か
か
る
」
こ
と

を
恐
れ
た
の
は
な
ぜ
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 
⑵
「
人
が
い
た
に
し
て
も
、
ど
う
せ
死
人
ば
か
り
で
あ
る
」
か
ら
は
、
「
下

人
」
の
ど
の
よ
う
な
心
情
が
う
か
が
え
る
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 
 

■
第
二
段
落 

第
一
節
（
五
九
・
５
～
六
一
・
８
） 

一 

「
そ
れ
か
ら
、
何
分
か
の
後
で
あ
る
。
羅
生
門
の
楼
の
上
へ
出
る
、
幅

の
広
い
は
し
ご
の
中
段
に
、
一
人
の
男
が
、
猫
の
よ
う
に
身
を
縮
め
て
、

息
を
殺
し
な
が
ら
、
上
の
様
子
を
う
か
が
っ
て
い
た
。
楼
の
上
か
ら
さ
す

火
の
光
が
、
か
す
か
に
、
そ
の
男
の
右
の
頰
を
ぬ
ら
し
て
い
る
。
短
い
ひ

げ
の
中
に
、
赤
く
う
み
を
持
っ
た
に
き
び
の
あ
る
頰
で
あ
る
。
下
人
は
、

初
め
か
ら
、
こ
の
上
に
い
る
者
は
、
死
人
ば
か
り
だ
と
高
を
く
く
っ
て
い

た
」（
五
九
・
５
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
下
人
」
を
「
一
人
の
男
」
（
五
九
・
7
）
と
し
て
い
る
の
は
な
ぜ

か
。
３ 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑵
「
息
を
殺
す
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑶
「
ぬ
ら
し
て
い
る
」
と
あ
る
が
、
本
来
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
べ
き

か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑷
「
ぬ
ら
し
て
い
る
」
は
、
ど
の
よ
う
な
表
現
効
果
が
あ
る
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 

⑸
「
高
を
く
く
る
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 



 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 
 

二 

「
は
し
ご
を
二
、
三
段
上
っ
て
み
る
と
、
上
で
は
誰
か
火
を
と
ぼ
し

て
、
し
か
も
そ
の
火
を
そ
こ
こ
こ
と
、
動
か
し
て
い
る
ら
し
い
。
こ
れ

は
、
そ
の
濁
っ
た
、
黄
色
い
光
が
、
隅
々
に
蜘
蛛
の
巣
を
か
け
た
天
井
裏

に
、
揺
れ
な
が
ら
映
っ
た
の
で
、
す
ぐ
に
そ
れ
と
知
れ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
雨
の
夜
に
、
こ
の
羅
生
門
の
上
で
、
火
を
と
も
し
て
い
る
か
ら
は
、
ど

う
せ
た
だ
の
者
で
は
な
い
」（
五
九
・
14
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
そ
れ
と
知
れ
た
」
の
「
そ
れ
」
は
何
を
指
す
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑵
「
ど
う
せ
た
だ
の
者
で
は
な
い
」
と
い
え
る
の
は
な
ぜ
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 
 

三 

「
下
人
は
、
や
も
り
の
よ
う
に
足
音
を
盗
ん
で
、
や
っ
と
急
な
は
し
ご

を
、
い
ち
ば
ん
上
の
段
ま
で
は
う
よ
う
に
し
て
上
り
つ
め
た
。
そ
う
し
て

体
を
で
き
る
だ
け
、
平
ら
に
し
な
が
ら
、
首
を
で
き
る
だ
け
、
前
へ
出
し

て
、
恐
る
恐
る
、
楼
の
内
を
の
ぞ
い
て
み
た
」（
六
〇
・
４
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
や
も
り
の
よ
う
に
」
の
比
喩
は
、
ど
の
よ
う
な
動
作
を
表
現
し
て
い

る
の
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 
 

四 

「
見
る
と
、
楼
の
内
に
は
、
う
わ
さ
に
聞
い
た
通
り
、
幾
つ
か
の
死
骸

が
、
無
造
作
に
捨
て
て
あ
る
が
、
火
の
光
の
及
ぶ
範
囲
が
、
思
っ
た
よ
り

狭
い
の
で
、
数
は
幾
つ
と
も
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
、

知
れ
る
の
は
、
そ
の
中
に
裸
の
死
骸
と
、
着
物
を
着
た
死
骸
と
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
」（
六
〇
・
７
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
無
造
作
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

〕 

⑵
「
裸
の
死
骸
と
、
着
物
を
着
た
死
骸
」
は
ど
う
違
う
か
、
想
像
せ
よ
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 
 

五 

「
下
人
は
、
そ
れ
ら
の
死
骸
の
腐
乱
し
た
臭
気
に
思
わ
ず
、
鼻
を
お
お

っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
手
は
、
次
の
瞬
間
に
は
、
も
う
鼻
を
お
お
う
こ
と

を
忘
れ
て
い
た
。
あ
る
強
い
感
情
が
、
ほ
と
ん
ど
こ
と
ご
と
く
こ
の
男
の

嗅
覚
を
奪
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
」（
六
一
・
１
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
も
う
鼻
を
お
お
う
こ
と
を
忘
れ
て
い
た
」
と
い
う
状
態
に
な
っ
た
の

は
、
下
人
の
ど
の
よ
う
な
行
為
に
よ
る
か
。「
～
こ
と
。」
に
つ
づ
く
形

で
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
て
答
え
よ
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

〕
こ
と
。 

⑵
「
あ
る
強
い
感
情
」
（
六
一
・
２
）
と
は
、
ど
の
よ
う
な
感
情
か
。
４ 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 
 

六 

「
下
人
の
目
は
、
そ
の
時
、
初
め
て
、
そ
の
死
骸
の
中
に
う
ず
く
ま
っ

て
い
る
人
間
を
見
た
。
檜
皮
色
の
着
物
を
着
た
、
背
の
低
い
、
や
せ
た
、

白
髪
頭
の
、
猿
の
よ
う
な
老
婆
で
あ
る
」（
六
一
・
４
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
下
人
は…

…

見
た
」
と
せ
ず
に
「
下
人
の
目
は…

…

見
た
」
と
す
る

こ
と
で
、
ど
の
よ
う
な
効
果
を
上
げ
て
い
る
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

〕 

⑵
「
檜
皮
色
の
着
物
を
着
た
、
背
の
低
い
、
や
せ
た
、
白
髪
頭
の
、
猿
の

よ
う
な
」
と
五
つ
も
の
形
容
を
重
ね
て
い
る
表
現
は
、
ど
の
よ
う
な
こ

と
を
強
調
し
て
い
る
の
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 
 ■

第
二
段
落 
第
二
節
（
六
一
・
９
～
六
二
・
11
） 

一 

「
下
人
は
、
六
分
の
恐
怖
と
四
分
の
好
奇
心
と
に
動
か
さ
れ
て
、
暫
時

は
呼
吸
を
す
る
の
さ
え
忘
れ
て
い
た
。
旧
記
の
記
者
の
語
を
借
り
れ
ば
、

｢

頭
身
の
毛
も
太
る
」
よ
う
に
感
じ
た
の
で
あ
る
」(

六
一
・
９)

に
つ
い

て
、 

⑴
「
六
分
の
恐
怖
と
四
分
の
好
奇
心
」
と
は
、
何
に
対
す
る
「
恐
怖
」
と

「
好
奇
心
」
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 

⑵
「
暫
時
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑶
「
呼
吸
を
す
る
の
さ
え
忘
れ
て
い
た
」
の
は
な
ぜ
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 
 

二 

「
そ
の
髪
の
毛
が
、
一
本
ず
つ
抜
け
る
の
に
従
っ
て
、
下
人
の
心
か
ら

は
、
恐
怖
が
少
し
ず
つ
消
え
て
い
っ
た
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
と
同
時
に
、

こ
の
老
婆
に
対
す
る
激
し
い
憎
悪
が
、
少
し
ず
つ
動
い
て
き
た
。―

―

い

や
、
こ
の
老
婆
に
対
す
る
と
言
っ
て
は
、
語
弊
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

む
し
ろ
、
あ
ら
ゆ
る
悪
に
対
す
る
反
感
が
、
一
分
ご
と
に
強
さ
を
増
し
て

き
た
の
で
あ
る
」
（
六
一
・
14
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
下
人
の
心
か
ら
は
、
恐
怖
が
少
し
ず
つ
消
え
て
い
っ
た
」
の
は
な
ぜ

か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

〕 
⑵
「
憎
悪
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑶
「
下
人
」
が
老
婆
に
対
し
て
「
激
し
い
憎
悪
」
を
感
じ
た
の
は
な
ぜ

か
。 〔 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

〕 

⑷
「
語
弊
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 
 

三 

「
こ
の
時
、
誰
か
が
こ
の
下
人
に
、
さ
っ
き
門
の
下
で
こ
の
男
が
考
え

て
い
た
、
飢
え
死
に
を
す
る
か
盗
人
に
な
る
か
と
い
う
問
題
を
改
め
て
持

ち
出
し
た
ら
、
恐
ら
く
下
人
は
、
何
の
未
練
も
な
く
、
飢
え
死
に
を
選
ん

だ
こ
と
で
あ
ろ
う
」（
六
二
・
３
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
未
練
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑵
「
何
の
未
練
も
な
く
、
飢
え
死
に
を
選
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
は
、

ど
う
い
う
こ
と
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 
 

四 

「
下
人
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、
な
ぜ
老
婆
が
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く
か
わ

か
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
合
理
的
に
は
、
そ
れ
を
善
悪
の
い
ず
れ

に
片
づ
け
て
よ
い
か
知
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
下
人
に
と
っ
て
は
、
こ
の

雨
の
夜
に
、
こ
の
羅
生
門
の
上
で
、
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く
と
い
う
こ
と

が
、
そ
れ
だ
け
で
す
で
に
許
す
べ
か
ら
ざ
る
悪
で
あ
っ
た
」（
六
二
・
７
）

に
つ
い
て
、 

⑴
「
合
理
（
的
）
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 

⑵
「
合
理
的
に
は
、
そ
れ
を
善
悪
の
い
ず
れ
に
片
づ
け
て
よ
い
か
知
ら
な

か
っ
た
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 
 ■

第
三
段
落 

第
一
節
（
六
二
・
12
～
六
四
・
２
） 

一 

「
そ
こ
で
、
下
人
は
、
両
足
に
力
を
入
れ
て
、
い
き
な
り
、
は
し
ご
か
ら

上
へ
飛
び
上
が
っ
た
。
そ
う
し
て
聖
柄
の
太
刀
に
手
を
か
け
な
が
ら
、
大
股

に
老
婆
の
前
へ
歩
み
寄
っ
た
。
老
婆
が
驚
い
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
老

婆
は
、
一
目
下
人
を
見
る
と
、
ま
る
で
弩
に
で
も
は
じ
か
れ
た
よ
う
に
、
飛

び
上
が
っ
た
。「
お
の
れ
、
ど
こ
へ
行
く
。
」
下
人
は
、
老
婆
が
死
骸
に
つ
ま

ず
き
な
が
ら
、
慌
て
ふ
た
め
い
て
逃
げ
よ
う
と
す
る
行
く
手
を
ふ
さ
い
で
、

こ
う
罵
っ
た
」（
六
二
・
12
）
に
つ
い
て
、 

⑴
下
人
が
「
い
き
な
り
、
は
し
ご
か
ら
上
へ
飛
び
上
が
っ
た
」
と
は
、
ど

の
よ
う
な
様
子
を
表
し
て
い
る
の
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

〕 

⑵
「
お
の
れ
、
ど
こ
へ
行
く
」
の
「
お
の
れ
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
合
い

は
ど
う
い
う
も
の
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 
 二 

「
老
婆
は
、
そ
れ
で
も
下
人
を
突
き
の
け
て
行
こ
う
と
す
る
。
下
人
は
ま

た
、
そ
れ
を
行
か
す
ま
い
と
し
て
、
押
し
戻
す
。
二
人
は
死
骸
の
中
で
、
し

ば
ら
く
、
無
言
の
ま
ま
、
つ
か
み
合
っ
た
。
し
か
し
勝
敗
は
、
初
め
か
ら
、

わ
か
っ
て
い
る
。
下
人
は
と
う
と
う
、
老
婆
の
腕
を
つ
か
ん
で
、
無
理
に
そ

こ
へ
ね
じ
倒
し
た
。
ち
ょ
う
ど
、
鶏
の
脚
の
よ
う
な
、
骨
と
皮
ば
か
り
の
腕

で
あ
る
。「
何
を
し
て
い
た
。
言
え
。
言
わ
ぬ
と
、
こ
れ
だ
ぞ
よ
。」 

下
人
は
、
老
婆
を
突
き
放
す
と
、
い
き
な
り
、
太
刀
の
鞘
を
払
っ
て
、
白

い
鋼
の
色
を
そ
の
目
の
前
へ
突
き
つ
け
た
」（
六
三
・
３
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
勝
敗
は
、
初
め
か
ら
、
わ
か
っ
て
い
る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
老
婆

は
、
そ
れ
で
も
下
人
を
突
き
の
け
て
行
こ
う
と
す
る
」
理
由
は
何
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 

⑵
「
ち
ょ
う
ど
、
鶏
の
脚
の
よ
う
な
、
骨
と
皮
ば
か
り
の
腕
で
あ
る
」

（
六
三
・
６
）
か
ら
は
、
「
老
婆
」
の
ど
の
よ
う
な
状
況
が
う
か
が
え

る
か
。
５ 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑶
「
白
い
鋼
の
色
」
と
あ
る
が
、
普
通
「
白
い
鋼
の
太
刀
」
と
表
現
す
る

と
思
わ
れ
る
が
、
な
ぜ
こ
う
表
現
し
た
の
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

〕 
 三 

「
下
人
は
初
め
て
明
白
に
こ
の
老
婆
の
生
死
が
、
全
然
、
自
分
の
意
志

に
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
た
。
そ
う
し
て
こ
の
意
識

は
、
今
ま
で
険
し
く
燃
え
て
い
た
憎
悪
の
心
を
、
い
つ
の
間
に
か
冷
ま
し

て
し
ま
っ
た
。
後
に
残
っ
た
の
は
、
た
だ
、
あ
る
仕
事
を
し
て
、
そ
れ
が

円
満
に
成
就
し
た
時
の
、
安
ら
か
な
得
意
と
満
足
と
が
あ
る
ば
か
り
で
あ

る
」（
六
三
・
12
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
老
婆
の
生
死
が
、
全
然
、
自
分
の
意
志
に
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
意
識
し
た
」
結
果
、「
今
ま
で
険
し
く
燃
え
て
い
た
憎
悪
の
心

を
、
い
つ
の
間
に
か
冷
ま
し
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
「
下
人
」
の
心
情



 

は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

〕 

⑵
「
今
ま
で
険
し
く
燃
え
て
い
た
憎
悪
の
心
を
、
い
つ
の
間
に
か
冷
ま
し

て
し
ま
っ
た
」
の
は
な
ぜ
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 

⑶
「
成
就
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑷
「
成
就
」
の
語
を
用
い
た
四
字
熟
語
を
書
け
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 
 

■
第
三
段
落 

第
二
節
（
六
四
・
３
～
六
五
・
14
） 

一 

「
「
お
れ
は
検
非
違
使
の
庁
の
役
人
な
ど
で
は
な
い
。
今
し
が
た
こ
の
門

の
下
を
通
り
か
か
っ
た
旅
の
者
だ
。
だ
か
ら
お
前
に
縄
を
か
け
て
、
ど
う
し

よ
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
た
だ
、
今
時
分
、
こ
の
門
の
上
で
、
何

を
し
て
い
た
の
だ
か
、
そ
れ
を
お
れ
に
話
し
さ
え
す
れ
ば
い
い
の
だ
。
」
す

る
と
、
老
婆
は
、
見
開
い
て
い
た
目
を
、
い
っ
そ
う
大
き
く
し
て
、
じ
っ
と

そ
の
下
人
の
顔
を
見
守
っ
た
」
（
六
四
・
３
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
お
れ
は
検
非
違
使
の
庁
の
役
人
な
ど
で
は
な
い
」
と
い
う
言
葉
か
ら

は
、「
下
人
」
の
ど
の
よ
う
な
意
図
が
う
か
が
え
る
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

〕 

⑵
「「
老
婆
」
が
「
じ
っ
と
そ
の
下
人
の
顔
を
見
守
っ
た
」
の
は
な
ぜ
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

〕 
 

二 

「
「
こ
の
髪
を
抜
い
て
な
、
こ
の
髪
を
抜
い
て
な
、
か
つ
ら
に
し
ょ
う
と

思
う
た
の
じ
ゃ
。
」
下
人
は
、
老
婆
の
答
え
が
存
外
、
平
凡
な
の
に
失
望
し

た
。
そ
う
し
て
失
望
す
る
と
同
時
に
、
ま
た
前
の
憎
悪
が
、
冷
や
や
か
な
侮

蔑
と
一
緒
に
、
心
の
中
へ
入
っ
て
き
た
。
す
る
と
、
そ
の
気
色
が
、
先
方
へ

も
通
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
老
婆
は
、
片
手
に
、
ま
だ
死
骸
の
頭
か
ら
奪
っ
た

長
い
抜
け
毛
を
持
っ
た
な
り
、
蟇
の
つ
ぶ
や
く
よ
う
な
声
で
、
口
ご
も
り
な

が
ら
、
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
た
」（
六
四
・
12
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
存
外
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

〕 

⑵
「
老
婆
の
答
え
が
存
外
、
平
凡
な
の
に
失
望
し
た
」
（
六
四
・
13
）
と

あ
る
が
、
「
下
人
」
は
ど
の
よ
う
な
答
え
を
期
待
し
て
い
た
の
か
。
６ 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

〕 

⑶
「
侮
蔑
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑷
「
冷
や
や
か
な
侮
蔑
」
と
は
何
に
対
す
る
感
情
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑸
「
そ
の
気
色
が
、
先
方
へ
も
通
じ
た
」
と
は
、
こ
こ
で
は
ど
う
い
う
こ

と
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 
 

三 

「
「
わ
し
は
、
こ
の
女
の
し
た
こ
と
が
悪
い
と
は
思
う
て
い
ぬ
。
せ
ね

ば
、
飢
え
死
に
を
す
る
の
じ
ゃ
て
、
し
か
た
が
な
く
し
た
こ
と
で
あ
ろ
。

さ
れ
ば
、
今
ま
た
、
わ
し
の
し
て
い
た
こ
と
も
悪
い
こ
と
と
は
思
わ
ぬ
ぞ

よ
。
こ
れ
と
て
も
や
は
り
せ
ね
ば
、
飢
え
死
に
を
す
る
じ
ゃ
て
、
し
か
た

が
な
く
す
る
こ
と
じ
ゃ
わ
い
の
。
じ
ゃ
て
、
そ
の
し
か
た
が
な
い
こ
と

を
、
よ
く
知
っ
て
い
た
こ
の
女
は
、
お
お
か
た
わ
し
の
す
る
こ
と
も
大
目

に
見
て
く
れ
る
で
あ
ろ
」
」（
六
五
・
９
）
に
つ
い
て
、 

⑴ 

老
婆
は
「
わ
し
の
し
て
い
た
こ
と
も
悪
い
こ
と
と
は
思
わ
ぬ
ぞ
よ
」
と

い
う
言
い
訳
を
述
べ
て
い
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。「
許
さ
れ
る
」
と

い
う
言
葉
を
使
っ
て
、
二
つ
あ
げ
よ
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

〕 

⑵
「
大
目
に
見
る
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 
 

■
第
三
段
落 

第
三
節
（
六
五
・
15
～
六
七
・
３
） 

一 

「
下
人
は
、
太
刀
を
鞘
に
お
さ
め
て
、
そ
の
太
刀
の
柄
を
左
の
手
で
お

さ
え
な
が
ら
、
冷
然
と
し
て
、
こ
の
話
を
聞
い
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
右

の
手
で
は
、
赤
く
頰
に
う
み
を
持
っ
た
大
き
な
に
き
び
を
気
に
し
な
が

ら
、
聞
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
、

下
人
の
心
に
は
、
あ
る
勇
気
が
生
ま
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
さ
っ
き
門
の

下
で
、
こ
の
男
に
は
欠
け
て
い
た
勇
気
で
あ
る
」(

六
五
・
15)

に
つ
い

て
、 

⑴
「
冷
然
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑵ 

下
人
が
老
婆
の
話
を
「
冷
然
と
し
て
」「
聞
い
て
い
た
」
の
は
な
ぜ

か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

〕 

⑶
「
あ
る
勇
気
が
生
ま
れ
て
き
た
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な

「
勇
気
」
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 



 

 
二 

「「
き
っ
と
、
そ
う
か
。
」
老
婆
の
話
が
終
わ
る
と
、
下
人
は
嘲
る
よ
う
な

声
で
念
を
押
し
た
。
そ
う
し
て
、
一
足
前
へ
出
る
と
、
不
意
に
右
の
手
を
に

き
び
か
ら
離
し
て
、
老
婆
の
襟
髪
を
つ
か
み
な
が
ら
、
か
み
つ
く
よ
う
に
こ

う
言
っ
た
。
「
で
は
、
お
れ
が
引
剝
ぎ
を
し
よ
う
と
恨
む
ま
い
な
。
お
れ
も

そ
う
し
な
け
れ
ば
、
飢
え
死
に
を
す
る
体
な
の
だ
」」（
六
六
・
９
）
に
つ
い

て
、 

⑴
「
嘲
る
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑵
「
念
を
押
す
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑶
「
嘲
る
よ
う
な
声
で
念
を
押
し
た
」
（
六
六
・
10
）
か
ら
は
、
「
下

人
」
の
ど
の
よ
う
な
心
情
が
う
か
が
え
る
か
。
７ 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 

⑷
「
不
意
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 
 三 

「
下
人
は
、
す
ば
や
く
、
老
婆
の
着
物
を
剝
ぎ
と
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、

足
に
し
が
み
つ
こ
う
と
す
る
老
婆
を
、
手
荒
く
死
骸
の
上
へ
蹴
倒
し
た
。

は
し
ご
の
口
ま
で
は
、
わ
ず
か
に
五
歩
を
数
え
る
ば
か
り
で
あ
る
。
下
人

は
、
剝
ぎ
と
っ
た
檜
皮
色
の
着
物
を
わ
き
に
か
か
え
て
、
ま
た
た
く
間
に

急
な
は
し
ご
を
夜
の
底
へ
か
け
下
り
た
」（
六
六
・
15
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
下
人
は
、
す
ば
や
く
、
老
婆
の
着
物
を
剝
ぎ
と
っ
た
」
と
あ
る
が
、

こ
の
行
為
は
「
下
人
」
の
ど
の
よ
う
な
意
思
表
示
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑵
「
夜
の
底
へ
か
け
下
り
た
」
と
あ
る
が
、
こ
の
表
現
は
下
人
の
ど
の
よ

う
な
未
来
を
暗
示
し
て
い
る
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 
 ■

第
四
段
落 

第
一
節
（
六
七
・
４
～
六
七
・
９
） 

一 

「
し
ば
ら
く
、
死
ん
だ
よ
う
に
倒
れ
て
い
た
老
婆
が
、
死
骸
の
中
か
ら
、

そ
の
裸
の
体
を
起
こ
し
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
の
こ
と
で
あ
る
。
老

婆
は
、
つ
ぶ
や
く
よ
う
な
、
う
め
く
よ
う
な
声
を
立
て
な
が
ら
、
ま
だ
燃
え

て
い
る
火
の
光
を
た
よ
り
に
、
は
し
ご
の
口
ま
で
、
は
っ
て
行
っ
た
。
そ
う

し
て
、
そ
こ
か
ら
、
短
い
白
髪
を
逆
さ
ま
に
し
て
、
門
の
下
を
の
ぞ
き
こ
ん

だ
。
外
に
は
、
た
だ
、
黒
洞
々
た
る
夜
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。 

下
人
の
行
方
は
、
誰
も
知
ら
な
い
」（
六
七
・
４
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
死
ん
だ
よ
う
に
倒
れ
て
い
た
老
婆
が
、
死
骸
の
中
か
ら
、
そ
の
裸
の

体
を
起
こ
し
た
」
と
あ
る
が
、
「
老
婆
」
の
ど
の
よ
う
な
心
が
う
か
が
え

る
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑵
「
黒
洞
々
た
る
夜
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
夜
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑶
「
黒
洞
々
た
る
夜
」
（
六
七
・
８
）
と
い
う
表
現
は
、
ど
の
よ
う
な
効

果
を
上
げ
て
い
る
か
。
８

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 

⑷
「
下
人
の
行
方
は
、
誰
も
知
ら
な
い
」
と
あ
る
が
、
下
人
は
こ
の
後
ど

う
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

〕 
 ■

作
者
「
芥
川
龍
之
介
」
に
つ
い
て
、
文
学
辞
典
や
国
語
便
覧
（
国
語
資

料
集
）
な
ど
で
調
べ
て
み
よ
う
。 

⑴ 

彼
の
文
学
的
立
場
は
、
菊
池
寛
や
久
米
正
雄
ら
と
と
も
に
何
と
呼
ば
れ

た
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑵ 

彼
の
作
品
『
鼻
』
を
激
賞
し
た
作
家
は
誰
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑶ 

彼
に
文
学
的
な
影
響
を
受
け
た
主
な
作
家
は
誰
か
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑷ 

こ
の
『
羅
生
門
』
や
、『
鼻
』
以
外
の
彼
の
代
表
作
を
あ
げ
よ
。 

〔 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 



 

羅
生
門 

授
業
プ
リ
ン
ト 

 

■
第
一
段
落 
第
一
節
（
五
四
・
１
～
五
四
・
６
） 

一 

「
あ
る
日
の
暮
れ
方
の
こ
と
で
あ
る
。
一
人
の
下
人
が
、
羅
生
門
の
下

で
雨
や
み
を
待
っ
て
い
た
」（
五
四
・
１
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
い
つ
」「
誰
が
」
「
ど
こ
で
」「
何
を
」「
し
て
い
た
」
か
を
ま
と
め

よ
。 

い
つ 

〔
あ
る
日
の
暮
れ
方

〕 
誰
が

〔
一
人
の
下
人
が

〕 

ど
こ
で

〔
羅
生
門
の
下
で 

〕 
何
を

〔
雨
や
み
を 

 

〕 

し
て
い
た

〔
待
っ
て
い
た 

 

〕 

⑵
「
あ
る
日
の
暮
れ
方
」
と
い
う
時
間
帯
の
設
定
は
、
物
語
に
ど
の
よ
う

な
印
象
を
与
え
る
か
。 

〔
不
気
味
で
何
か
不
吉
な
こ
と
が
起
こ
り
そ
う
な
印
象
。 

 
 
 

〕 

⑶ 

主
人
公
に
名
前
を
与
え
ず
、
「
下
人
」
と
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。 

〔
特
定
の
個
人
的
な
話
で
は
な
く
、
広
く
一
般
的
な
共
通
の
話
と
し
て

の
意
識
を
読
者
に
持
た
せ
る
た
め
。 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 
 

二 

「
広
い
門
の
下
に
は
、
こ
の
男
の
ほ
か
に
誰
も
い
な
い
。
た
だ
、
と
こ

ろ
ど
こ
ろ
丹
塗
り
の
剝
げ
た
、
大
き
な
円
柱
に
、
き
り
ぎ
り
す
が
一
匹
と

ま
っ
て
い
る
。
羅
生
門
が
、
朱
雀
大
路
に
あ
る
以
上
は
、
こ
の
男
の
ほ
か

に
も
、
雨
や
み
を
す
る
市
女
笠
や
揉
烏
帽
子
が
、
も
う
二
、
三
人
は
あ
り

そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
こ
の
男
の
ほ
か
に
は
誰
も
い
な
い
」
（
五

四
・
３
）
に
つ
い
て
、 

⑴ 

下
人
の
い
る
羅
生
門
の
様
子
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
。 

〔
下
人
の
ほ
か
誰
も
見
当
た
ら
な
い
、
閑
散
と
し
た
寂
し
い
様
子
。
〕 

⑵
「
き
り
ぎ
り
す
が
一
匹
と
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
季
節
は

い
つ
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
。 

〔
秋 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑶
「
き
り
ぎ
り
す
が
一
匹
と
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う
表
現
は
、
ど
の
よ
う

な
効
果
を
上
げ
て
い
る
か
。 

〔
秋
と
い
う
季
節
感
と
こ
の
場
面
の
中
に
虫
が
一
匹
し
か
い
な
い
と
い

う
寂
寥
感
を
表
す
効
果
。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

〕 

⑷
「
羅
生
門
」
は
、
京
都
の
ど
こ
に
位
置
し
て
い
た
か
。 

〔
平
安
京
の
中
央
の
通
り
朱
雀
大
路
の
南
端
。 

 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑸
「
羅
生
門
が
、
朱
雀
大
路
に
あ
る
以
上
は
、
こ
の
男
の
ほ
か
に
も
、
雨

や
み
を
す
る
市
女
笠
や
揉
烏
帽
子
が
、
も
う
二
、
三
人
は
あ
り
そ
う
な

も
の
で
あ
る
」
の
は
な
ぜ
か
。 

〔
本
来
「
羅
生
門
」
は
、
都
の
出
入
り
口
と
な
る
人
の
行
き
来
が
頻
繁

で
あ
る
場
所
だ
か
ら
。 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 
 

■
第
一
段
落 

第
二
節
（
五
四
・
７
～
五
六
・
14
） 

一 

「
こ
の
二
、
三
年
、
京
都
に
は
、
地
震
と
か
辻
風
と
か
火
事
と
か
飢
饉 

と
か
い
う
災
い
が
続
い
て
起
こ
っ
た
。
そ
こ
で
洛
中
の
さ
び
れ
方
は
ひ
と

と
お
り
で
は
な
い
。
旧
記
に
よ
る
と
、
仏
像
や
仏
具
を
打
ち
砕
い
て
、
そ

の
丹
が
つ
い
た
り
、
金
銀
の
箔
が
つ
い
た
り
し
た
木
を
、
道
端
に
積
み
重

ね
て
、
薪
の
料
に
売
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（
五
四
・
７
）
に
つ

い
て
、 

⑴
「
洛
中
」
と
は
、
ど
こ
の
こ
と
か
。 

〔
京
都
（
京
の
都
）
の
中
心
部
。 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑵
「
洛
中
」
の
外
は
何
と
い
う
か
。 

〔
洛
外
。 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑶ 

当
時
の
京
都
の
様
子
は
ど
う
だ
っ
た
か
。
ま
た
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。 

様
子

〔
ひ
ど
く
荒
れ
果
て
た
様
子
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

〕 

な
ぜ

〔
地
震
、
辻
風
、
飢
饉
な
ど
の
災
い
が
続
い
た
か
ら
。 

 

〕 

⑷
「
旧
記
に
よ
る
と
」
と
い
う
表
現
は
、
ど
の
よ
う
な
効
果
を
上
げ
て
い

る
か
。 

〔
歴
史
的
事
実
と
し
て
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
で
、
語

り
の
信
憑
性
を
高
め
る
効
果
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 

⑸
「
薪
の
料
」
と
は
、
何
の
こ
と
か
。 

〔
薪
の
材
料
。 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑹
「
仏
像
や
仏
具
を
打
ち
砕
い
て
、
そ
の
丹
が
つ
い
た
り
、
金
銀
の
箔
が

つ
い
た
り
し
た
木
を
、
道
端
に
積
み
重
ね
て
、
薪
の
料
に
売
っ
て
い

た
」
か
ら
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
う
か
が
え
る
か
。 

〔
人
々
は
生
活
が
苦
し
く
、
精
神
的
に
も
荒
廃
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
。 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 
 

二 

「
洛
中
が
そ
の
始
末
で
あ
る
か
ら
、
羅
生
門
の
修
理
な
ど
は
、
も
と
よ

り
誰
も
捨
て
て
顧
み
る
者
が
な
か
っ
た
。
す
る
と
そ
の
荒
れ
果
て
た
の
を

よ
い
こ
と
に
し
て
、
狐
狸
が
棲
む
。
盗
人
が
棲
む
。
と
う
と
う
し
ま
い
に

は
、
引
き
取
り
手
の
な
い
死
人
を
、
こ
の
門
へ
持
っ
て
来
て
、
捨
て
て
行

く
と
い
う
習
慣
さ
え
で
き
た
。
そ
こ
で
、
日
の
目
が
見
え
な
く
な
る
と
、

誰
で
も
気
味
を
悪
が
っ
て
、
こ
の
門
の
近
所
へ
は
足
踏
み
を
し
な
い
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
」（
五
四
・
10
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
も
と
よ
り
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔
言
う
ま
で
も
な
く
。
も
ち
ろ
ん
。 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

〕 

⑵
「
顧
み
る
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔
過
ぎ
去
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
す
。
後
ろ
を
振
り
向
い
て
見
る
。
〕 

⑶
「
狐
狸
が
棲
む
。
盗
人
が
棲
む
」
か
ら
は
、
羅
生
門
付
近
が
ど
の
よ
う

な
状
況
に
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
か
。 

〔
ま
と
も
な
人
間
が
生
活
で
き
る
空
間
で
は
な
く
、
忌
ま
わ
し
い
者
が

住
む
異
空
間
に
な
っ
て
い
る
状
況
。 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 

⑷
「
日
の
目
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

 

学年 

 

組 

 

番号 

 

名前 

 

 



 

〔
日
光
。
日
差
し
。 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

〕 
⑸
「
日
の
目
が
見
え
な
く
な
る
」
と
は
、
こ
こ
で
は
ど
う
い
う
意
味
か
。 

〔
「
日
暮
れ
時
に
な
る
」
と
い
う
意
味
。 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

〕 

⑹
「
足
踏
み
」
と
は
、
こ
こ
で
は
ど
う
い
う
意
味
か
。 

〔
「
足
を
踏
み
入
れ
る
」
と
い
う
意
味
。 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

〕 
 

三 

「
そ
の
代
わ
り
ま
た
か
ら
す
が
ど
こ
か
ら
か
、
た
く
さ
ん
集
ま
っ
て
来

た
。
昼
間
見
る
と
、
そ
の
か
ら
す
が
何
羽
と
な
く
輪
を
描
い
て
、
高
い
鴟

尾
の
周
り
を
鳴
き
な
が
ら
、
飛
び
回
っ
て
い
る
。
殊
に
門
の
上
の
空
が
、

夕
焼
け
で
赤
く
な
る
時
に
は
、
そ
れ
が
胡
麻
を
ま
い
た
よ
う
に
は
っ
き
り

見
え
た
」（
五
六
・
６
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
そ
の
代
わ
り
」
の
「
そ
の
」
は
、
何
を
指
し
て
い
る
か
。 

〔
羅
生
門
の
周
り
に
誰
も
人
が
い
な
く
な
っ
た
こ
と
。 

 
 
 
 

〕 

⑵ 

か
ら
す
の
描
写
は
、
ど
の
よ
う
な
効
果
を
上
げ
て
い
る
か
。
１ 

〔
夕
焼
け
空
に
か
ら
す
が
点
在
す
る
と
い
う
色
彩
の
対
照
を
映
像
的
に

想
像
さ
せ
る
効
果
と
死
肉
を
つ
い
ば
む
か
ら
す
が
集
ま
る
羅
生
門
の

不
気
味
さ
を
強
調
す
る
効
果
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 

⑶
「
殊
に
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔
特
に
。
と
り
わ
け
。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

〕 
 

四 

「―
―

も
っ
と
も
今
日
は
、
刻
限
が
遅
い
せ
い
か
、
一
羽
も
見
え
な

い
。
た
だ
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
、
崩
れ
か
か
っ
た
、
そ
う
し
て
そ
の
崩
れ
目

に
長
い
草
の
生
え
た
石
段
の
上
に
、
か
ら
す
の
糞
が
、
点
々
と
白
く
こ
び

り
つ
い
て
い
る
の
が
見
え
る
。
下
人
は
七
段
あ
る
石
段
の
い
ち
ば
ん
上
の

段
に
、
洗
い
ざ
ら
し
た
紺
の
襖
の
尻
を
据
え
て
、
右
の
頰
に
で
き
た
、
大

き
な
に
き
び
を
気
に
し
な
が
ら
、
ぼ
ん
や
り
、
雨
の
降
る
の
を
眺
め
て
い

た
」（
五
六
・
10
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
刻
限
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔
時
刻
。
と
き
。
時
間
。 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑵
「
洗
い
ざ
ら
し
た
紺
の
襖
」
か
ら
は
、「
下
人
」
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に

あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
か
。 

〔
紺
の
襖
を
何
度
も
洗
っ
て
は
着
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
あ
ま

り
持
っ
て
い
な
い
状
況
。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 

⑶
「
下
人
」
に
「
大
き
な
に
き
び
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
下
人
」
が
ど
の

よ
う
な
人
物
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
か
。 

〔
若
く
て
生
命
力
の
あ
る
人
物
で
あ
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 
 
 

〕 
 

■
第
一
段
落 

第
三
節
（
五
六
・
15
～
五
七
・
12
） 

一 

「
作
者
は
さ
っ
き
、
「
下
人
が
雨
や
み
を
待
っ
て
い
た
。
」
と
書
い
た
。

し
か
し
、
下
人
は
雨
が
や
ん
で
も
、
格
別
ど
う
し
よ
う
と
い
う
当
て
は
な

い
。
ふ
だ
ん
な
ら
、
も
ち
ろ
ん
、
主
人
の
家
へ
帰
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
そ
の
主
人
か
ら
は
、
四
、
五
日
前
に
暇
を
出
さ
れ
た
。
前
に
も

書
い
た
よ
う
に
、
当
時
京
都
の
町
は
ひ
と
と
お
り
な
ら
ず
衰
微
し
て
い

た
」（
五
六
・
15
）
に
つ
い
て
、 

 

⑴ 

こ
こ
で
突
如
「
作
者
は
さ
っ
き
」
と
語
り
手
の
「
作
者
」
が
登
場
す

る
。
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
。 

〔
「
下
人
」
を
取
り
巻
く
状
況
に
つ
い
て
、
第
三
者
の
立
場
か
ら
情
景
を

説
明
し
た
り
、
時
に
は
「
下
人
」
の
心
情
に
寄
り
添
っ
て
語
っ
た
り

す
る
役
割
。 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 

⑵
「
暇
を
出
す
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔
使
用
人
や
奉
公
人
を
解
雇
す
る
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑶
「
衰
微
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔
勢
い
が
な
く
な
り
、
衰
え
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

〕 
 

二 

「
今
こ
の
下
人
が
、
永
年
、
使
わ
れ
て
い
た
主
人
か
ら
、
暇
を
出
さ
れ

た
の
も
、
実
は
こ
の
衰
微
の
小
さ
な
余
波
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か
ら

「
下
人
が
雨
や
み
を
待
っ
て
い
た
。
」
と
言
う
よ
り
も｢

雨
に
降
り
こ
め
ら

れ
た
下
人
が
、
行
き
所
が
な
く
て
、
途
方
に
暮
れ
て
い
た
。｣

と
言
う
ほ
う

が
、
適
当
で
あ
る
。
そ
の
上
、
今
日
の
空
模
様
も
少
な
か
ら
ず
、
こ
の
平

安
朝
の
下
人
のS

e
n
ti
m
en
ta
l
is
m
e

サ

ン

チ

マ

ン

タ

リ

ス

ム

に
影
響
し
た
。
申
の
刻
下
が
り
か
ら
降

り
出
し
た
雨
は
、
い
ま
だ
に
上
が
る
気
色
が
な
い
」(

五
七
・
３)

に
つ
い

て
、 

⑴
「
余
波
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔
あ
る
物
事
が
他
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
影
響
。 

〕 

⑵
「
途
方
に
暮
れ
る
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔
て
だ
て
が
な
く
な
り
、
ど
う
し
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
く
な
る
。 

〕 

⑶ 

こ
こ
で
の
「
下
人
」
は
、
ど
の
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
か
。 

〔
京
都
の
町
が
ひ
と
と
お
り
な
ら
ず
衰
微
し
た
小
さ
な
余
波
を
受
け

て
、
永
年
使
わ
れ
て
い
た
主
人
か
ら
暇
を
出
さ
れ
、
雨
に
降
り
こ
め

ら
れ
て
行
き
所
も
な
く
、
羅
生
門
の
下
で
途
方
に
暮
れ
て
い
る
状

況
。 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 

⑷
「S

e
n
ti
m
en
ta
l
is
m
e

サ

ン

チ

マ

ン

タ

リ

ス

ム

」
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
語
は
、
ど
の
よ
う
な
効
果
を

上
げ
て
い
る
か
。 

〔
視
覚
的
に
読
者
の
目
を
留
め
る
効
果
。 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

〕 

⑸
「
申
の
刻
」
と
あ
る
が
、｢

子
の
刻｣

は
今
の
何
時
か
ら
何
時
に
当
た
る

か
。 

〔
午
後
十
一
時
か
ら
午
前
一
時
。 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑹
「
気
色
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔
物
事
の
様
子
。
何
か
が
起
こ
ろ
う
と
す
る
き
ざ
し
。 

 
 
 
 

〕 
 

■
第
一
段
落 

第
四
節
（
五
七
・
13
～
五
九
・
４
） 

一 

「
雨
は
、
羅
生
門
を
包
ん
で
、
遠
く
か
ら
、
ざ
あ
っ
と
い
う
音
を
集
め

て
来
る
。
夕
闇
は
し
だ
い
に
空
を
低
く
し
て
、
見
上
げ
る
と
、
門
の
屋
根

が
、
斜
め
に
突
き
出
し
た
甍
の
先
に
、
重
た
く
薄
暗
い
雲
を
支
え
て
い



 

る
」（
五
七
・
13
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
雨
は
、
羅
生
門
を
包
ん
で
、
遠
く
か
ら
、
ざ
あ
っ
と
い
う
音
を
集
め

て
来
る
」
と
い
う
一
文
で
使
用
さ
れ
て
い
る
表
現
技
法
は
何
か
。 

〔
擬
人
法
。 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

〕 
 

二 

「
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
を
、
ど
う
に
か
す
る
た
め
に
は
、
手
段
を

選
ん
で
い
る
い
と
ま
は
な
い
。
選
ん
で
い
れ
ば
、
築
土
の
下
か
、
道
端
の

土
の
上
で
、
飢
え
死
に
を
す
る
ば
か
り
で
あ
る
」
（
五
八
・
１
）
に
つ
い

て
、 

⑴
「
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
」
と
は
何
か
。 

〔
明
日
の
暮
ら
し
。 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑵
「
い
と
ま
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔
ひ
ま
。
何
か
を
す
る
た
め
の
時
間
。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑶
「
手
段
を
選
ん
で
い
る
い
と
ま
は
な
い
」
か
ら
は
、「
下
人
」
の
ど
の
よ

う
な
状
況
が
う
か
が
え
る
か
。 

〔
盗
人
に
な
る
し
か
道
は
残
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
状
況
。 

 
 

〕 
 

三 

「
選
ば
な
い
と
す
れ
ば―

―

下
人
の
考
え
は
、
何
度
も
同
じ
道
を
低
徊

し
た
あ
げ
く
に
、
や
っ
と
こ
の
局
所
へ
逢
着
し
た
。
し
か
し
こ
の
「
す
れ

ば
」
は
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
、
結
局
「
す
れ
ば
」
で
あ
っ
た
。
下
人

は
、
手
段
を
選
ば
な
い
と
い
う
こ
と
を
肯
定
し
な
が
ら
も
、
こ
の
「
す
れ

ば
」
の
か
た
を
つ
け
る
た
め
に
、
当
然
、
そ
の
後
に
来
る
べ
き
「
盗
人
に

な
る
よ
り
ほ
か
に
し
か
た
が
な
い
。
」
と
い
う
こ
と
を
、
積
極
的
に
肯
定

す
る
だ
け
の
、
勇
気
が
出
ず
に
い
た
の
で
あ
る
」
（
五
八
・
４
）
に
つ
い

て
、 

⑴
「
局
所
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔
全
体
の
中
の
一
部
分
。 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑵
「
逢
着
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔
出
会
う
こ
と
。
行
き
当
た
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑶
「
す
れ
ば
」
に
「 

」
が
付
い
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。 

〔
仮
定
の
域
を
出
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
。 

 
 

 
 
 
 

〕 

⑷
「
か
た
を
つ
け
る
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔
物
事
を
き
ち
ん
と
解
決
す
る
。
決
着
を
つ
け
る
。 

 
 

 
 
 

〕 
 

四 

「
下
人
は
、
大
き
な
く
さ
め
を
し
て
、
そ
れ
か
ら
、
大
儀
そ
う
に
立
ち

上
が
っ
た
。
夕
冷
え
の
す
る
京
都
は
、
も
う
火
桶
が
欲
し
い
ほ
ど
の
寒
さ

で
あ
る
。
風
は
門
の
柱
と
柱
と
の
間
を
、
夕
闇
と
と
も
に
遠
慮
な
く
、
吹

き
抜
け
る
。
丹
塗
り
の
柱
に
と
ま
っ
て
い
た
き
り
ぎ
り
す
も
、
も
う
ど
こ

か
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
」
（
五
八
・
９
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
大
儀
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔
面
倒
な
こ
と
。
億
劫
な
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
様
子
。 

 
 
 
 

〕 

⑵
「
下
人
は
、
大
き
な
く
さ
め
を
し
て
、
そ
れ
か
ら
、
大
儀
そ
う
に
立
ち

上
が
っ
た
」
か
ら
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
う
か
が
え
る
か
。 

〔
晩
秋
の
空
気
が
冷
た
く
、
寒
さ
を
し
の
ぐ
た
め
に
し
ぶ
し
ぶ
立
ち
上

が
っ
た
と
い
う
こ
と
。 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 

⑶
「
く
さ
め
」
は
こ
の
場
面
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
。 

〔
「
下
人
」
が
次
の
行
動
に
移
る
き
っ
か
け
と
な
る
役
割
。
場
面
が
変
わ

る
こ
と
の
き
っ
か
け
と
な
る
役
割
。 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 

⑷
「
き
り
ぎ
り
す
も
、
も
う
ど
こ
か
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
」
（
五
八
・

11
）
と
い
う
描
写
は
、
ど
の
よ
う
な
効
果
を
上
げ
て
い
る
か
。
２ 

〔
時
間
の
経
過
を
表
す
効
果
。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

〕 
 

五 

「
雨
風
の
憂
え
の
な
い
、
人
目
に
か
か
る
恐
れ
の
な
い
、
一
晩
楽
に
寝

ら
れ
そ
う
な
所
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
で
と
も
か
く
も
、
夜
を
明
か
そ
う
と
思

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
る
と
、
幸
い
門
の
上
の
楼
へ
上
る
、
幅
の
広
い
、

こ
れ
も
丹
を
塗
っ
た
は
し
ご
が
目
に
つ
い
た
。
上
な
ら
、
人
が
い
た
に
し

て
も
、
ど
う
せ
死
人
ば
か
り
で
あ
る
」
（
五
八
・
14
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
人
目
に
か
か
る
恐
れ
の
な
い
」
と
あ
る
が
、
「
人
目
に
か
か
る
」
こ
と

を
恐
れ
た
の
は
な
ぜ
か
。 

〔
人
に
危
害
を
加
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
。 

 
 

 
 
 

〕 

⑵
「
人
が
い
た
に
し
て
も
、
ど
う
せ
死
人
ば
か
り
で
あ
る
」
か
ら
は
、
「
下

人
」
の
ど
の
よ
う
な
心
情
が
う
か
が
え
る
か
。 

〔
生
き
て
い
る
人
間
よ
り
も
、
死
人
と
一
緒
に
い
る
方
が
、
煩
わ
し
く

な
く
む
し
ろ
気
楽
だ
と
い
う
気
持
ち
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

〕 
 

■
第
二
段
落 

第
一
節
（
五
九
・
５
～
六
一
・
８
） 

一 

「
そ
れ
か
ら
、
何
分
か
の
後
で
あ
る
。
羅
生
門
の
楼
の
上
へ
出
る
、
幅

の
広
い
は
し
ご
の
中
段
に
、
一
人
の
男
が
、
猫
の
よ
う
に
身
を
縮
め
て
、

息
を
殺
し
な
が
ら
、
上
の
様
子
を
う
か
が
っ
て
い
た
。
楼
の
上
か
ら
さ
す

火
の
光
が
、
か
す
か
に
、
そ
の
男
の
右
の
頰
を
ぬ
ら
し
て
い
る
。
短
い
ひ

げ
の
中
に
、
赤
く
う
み
を
持
っ
た
に
き
び
の
あ
る
頰
で
あ
る
。
下
人
は
、

初
め
か
ら
、
こ
の
上
に
い
る
者
は
、
死
人
ば
か
り
だ
と
高
を
く
く
っ
て
い

た
」（
五
九
・
５
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
下
人
」
を
「
一
人
の
男
」
（
五
九
・
7
）
と
し
て
い
る
の
は
な
ぜ

か
。
３ 

〔
新
た
な
物
語
展
開
を
読
者
に
印
象
づ
け
る
た
め
。 

 
 

 
 
 

〕 

⑵
「
息
を
殺
す
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔
息
の
音
も
立
て
ず
に
、
静
か
に
じ
っ
と
し
て
い
る
。 

 
 
 
 

〕 

⑶
「
ぬ
ら
し
て
い
る
」
と
あ
る
が
、
本
来
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
べ
き

か
。 

〔
照
ら
し
て
い
る
。 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑷
「
ぬ
ら
し
て
い
る
」
は
、
ど
の
よ
う
な
表
現
効
果
が
あ
る
か
。 

〔
「
火
の
光
」
を
ま
る
で
液
体
の
よ
う
に
と
ら
え
、
楼
上
の
不
気
味
な
雰

囲
気
を
象
徴
す
る
よ
う
な
表
現
効
果
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

〕 



 

⑸
「
高
を
く
く
る
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔
た
い
し
た
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
予
想
す
る
。
甘
く
見
る
。 

 

〕 
 

二 

「
は
し
ご
を
二
、
三
段
上
っ
て
み
る
と
、
上
で
は
誰
か
火
を
と
ぼ
し

て
、
し
か
も
そ
の
火
を
そ
こ
こ
こ
と
、
動
か
し
て
い
る
ら
し
い
。
こ
れ

は
、
そ
の
濁
っ
た
、
黄
色
い
光
が
、
隅
々
に
蜘
蛛
の
巣
を
か
け
た
天
井
裏

に
、
揺
れ
な
が
ら
映
っ
た
の
で
、
す
ぐ
に
そ
れ
と
知
れ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
雨
の
夜
に
、
こ
の
羅
生
門
の
上
で
、
火
を
と
も
し
て
い
る
か
ら
は
、
ど

う
せ
た
だ
の
者
で
は
な
い
」（
五
九
・
14
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
そ
れ
と
知
れ
た
」
の
「
そ
れ
」
は
何
を
指
す
か
。 

〔
は
し
ご
の
上
で
誰
か
が
火
を
と
も
し
て
動
か
し
て
い
る
さ
ま
。 

〕 

⑵
「
ど
う
せ
た
だ
の
者
で
は
な
い
」
と
い
え
る
の
は
な
ぜ
か
。 

〔
雨
の
夜
と
い
う
人
が
出
歩
か
な
い
時
間
帯
で
あ
り
、
死
人
ば
か
り
で

生
き
た
人
間
が
い
る
は
ず
の
な
い
場
所
に
存
在
す
る
者
だ
か
ら
。
〕 

 

三 

「
下
人
は
、
や
も
り
の
よ
う
に
足
音
を
盗
ん
で
、
や
っ
と
急
な
は
し
ご

を
、
い
ち
ば
ん
上
の
段
ま
で
は
う
よ
う
に
し
て
上
り
つ
め
た
。
そ
う
し
て

体
を
で
き
る
だ
け
、
平
ら
に
し
な
が
ら
、
首
を
で
き
る
だ
け
、
前
へ
出
し

て
、
恐
る
恐
る
、
楼
の
内
を
の
ぞ
い
て
み
た
」（
六
〇
・
４
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
や
も
り
の
よ
う
に
」
の
比
喩
は
、
ど
の
よ
う
な
動
作
を
表
現
し
て
い

る
の
か
。 

〔
足
音
を
さ
せ
な
い
、
は
う
よ
う
な
動
作
。 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 
 

四 

「
見
る
と
、
楼
の
内
に
は
、
う
わ
さ
に
聞
い
た
通
り
、
幾
つ
か
の
死
骸

が
、
無
造
作
に
捨
て
て
あ
る
が
、
火
の
光
の
及
ぶ
範
囲
が
、
思
っ
た
よ
り

狭
い
の
で
、
数
は
幾
つ
と
も
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
、

知
れ
る
の
は
、
そ
の
中
に
裸
の
死
骸
と
、
着
物
を
着
た
死
骸
と
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
」（
六
〇
・
７
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
無
造
作
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔
手
間
を
か
け
な
い
こ
と
。
深
く
気
を
遣
わ
な
い
こ
と
。
ま
た
、
そ
の

さ
ま
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 

⑵
「
裸
の
死
骸
と
、
着
物
を
着
た
死
骸
」
は
ど
う
違
う
か
、
想
像
せ
よ
。 

〔
「
裸
の
死
骸
」
は
着
物
を
剝
ぎ
取
ら
れ
捨
て
ら
れ
た
も
の
、
あ
る
い
は

捨
て
ら
れ
た
後
に
盗
人
や
か
ら
す
に
荒
ら
さ
れ
た
も
の
。
「
着
物
を
着

た
死
骸
」
は
剝
ぎ
取
る
だ
け
の
値
打
ち
の
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
最

近
運
ば
れ
て
き
た
も
の
。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 
 

五 

「
下
人
は
、
そ
れ
ら
の
死
骸
の
腐
乱
し
た
臭
気
に
思
わ
ず
、
鼻
を
お
お

っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
手
は
、
次
の
瞬
間
に
は
、
も
う
鼻
を
お
お
う
こ
と

を
忘
れ
て
い
た
。
あ
る
強
い
感
情
が
、
ほ
と
ん
ど
こ
と
ご
と
く
こ
の
男
の

嗅
覚
を
奪
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
」（
六
一
・
１
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
も
う
鼻
を
お
お
う
こ
と
を
忘
れ
て
い
た
」
と
い
う
状
態
に
な
っ
た
の

は
、
下
人
の
ど
の
よ
う
な
行
為
に
よ
る
か
。「
～
こ
と
。」
に
つ
づ
く
形

で
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
て
答
え
よ
。 

〔
死
骸
の
中
に
う
ず
く
ま
っ
て
い
る
人
間
を
見
た 

 
 

 

〕
こ
と
。 

⑵
「
あ
る
強
い
感
情
」
（
六
一
・
２
）
と
は
、
ど
の
よ
う
な
感
情
か
。
４ 

〔
六
分
の
恐
怖
と
四
分
の
好
奇
心
。 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 
 

六 

「
下
人
の
目
は
、
そ
の
時
、
初
め
て
、
そ
の
死
骸
の
中
に
う
ず
く
ま
っ

て
い
る
人
間
を
見
た
。
檜
皮
色
の
着
物
を
着
た
、
背
の
低
い
、
や
せ
た
、

白
髪
頭
の
、
猿
の
よ
う
な
老
婆
で
あ
る
」（
六
一
・
４
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
下
人
は…

…

見
た
」
と
せ
ず
に
「
下
人
の
目
は…

…

見
た
」
と
す
る

こ
と
で
、
ど
の
よ
う
な
効
果
を
上
げ
て
い
る
か
。 

〔
（
思
考
が
停
止
し
、）
す
ぐ
に
は
そ
れ
と
認
識
で
き
な
い
ほ
ど
、
老
婆

の
姿
に
衝
撃
を
受
け
た
こ
と
を
印
象
づ
け
る
効
果
。 

 
 

 
 

〕 

⑵
「
檜
皮
色
の
着
物
を
着
た
、
背
の
低
い
、
や
せ
た
、
白
髪
頭
の
、
猿
の

よ
う
な
」
と
五
つ
も
の
形
容
を
重
ね
て
い
る
表
現
は
、
ど
の
よ
う
な
こ

と
を
強
調
し
て
い
る
の
か
。 

〔
老
婆
の
存
在
感
を
強
く
印
象
づ
け
、
突
然
目
の
前
に
出
現
し
た
正
体

の
知
れ
な
い
存
在
に
対
し
て
、
目
を
見
開
い
て
凝
視
し
て
い
る
下
人

の
視
線
を
強
調
し
て
い
る
。 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

〕 
 ■

第
二
段
落 

第
二
節
（
六
一
・
９
～
六
二
・
11
） 

一 

「
下
人
は
、
六
分
の
恐
怖
と
四
分
の
好
奇
心
と
に
動
か
さ
れ
て
、
暫
時

は
呼
吸
を
す
る
の
さ
え
忘
れ
て
い
た
。
旧
記
の
記
者
の
語
を
借
り
れ
ば
、

｢

頭
身
の
毛
も
太
る
」
よ
う
に
感
じ
た
の
で
あ
る
」(

六
一
・
９)

に
つ
い

て
、 

⑴
「
六
分
の
恐
怖
と
四
分
の
好
奇
心
」
と
は
、
何
に
対
す
る
「
恐
怖
」
と

「
好
奇
心
」
か
。 

〔
不
気
味
な
容
姿
を
し
た
得
体
の
知
れ
な
い
老
婆
に
対
す
る
恐
怖
と
、

女
の
死
骸
の
顔
を
の
ぞ
き
こ
む
理
由
に
対
す
る
好
奇
心
。 

 
 

〕 

⑵
「
暫
時
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔
少
し
の
間
。
し
ば
ら
く
の
間
。 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑶
「
呼
吸
を
す
る
の
さ
え
忘
れ
て
い
た
」
の
は
な
ぜ
か
。 

〔
息
を
す
る
こ
と
さ
え
忘
れ
る
ほ
ど
強
烈
な
印
象
を
老
婆
か
ら
受
け
た

か
ら
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 
 

二 

「
そ
の
髪
の
毛
が
、
一
本
ず
つ
抜
け
る
の
に
従
っ
て
、
下
人
の
心
か
ら

は
、
恐
怖
が
少
し
ず
つ
消
え
て
い
っ
た
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
と
同
時
に
、

こ
の
老
婆
に
対
す
る
激
し
い
憎
悪
が
、
少
し
ず
つ
動
い
て
き
た
。―

―

い

や
、
こ
の
老
婆
に
対
す
る
と
言
っ
て
は
、
語
弊
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

む
し
ろ
、
あ
ら
ゆ
る
悪
に
対
す
る
反
感
が
、
一
分
ご
と
に
強
さ
を
増
し
て

き
た
の
で
あ
る
」
（
六
一
・
14
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
下
人
の
心
か
ら
は
、
恐
怖
が
少
し
ず
つ
消
え
て
い
っ
た
」
の
は
な
ぜ



 

か
。 

〔
不
気
味
で
不
可
解
な
老
婆
の
行
為
を
繰
り
返
し
見
て
い
る
う
ち
に
、

老
婆
が
何
を
し
て
い
る
の
か
が
わ
か
り
、
恐
怖
が
薄
ら
い
で
い
っ
た

か
ら
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 

⑵
「
憎
悪
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔
憎
み
嫌
う
こ
と
。 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑶
「
下
人
」
が
老
婆
に
対
し
て
「
激
し
い
憎
悪
」
を
感
じ
た
の
は
な
ぜ

か
。 〔

異
常
な
状
況
下
で
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く
老
婆
の
行
為
は
「
許
す
べ

か
ら
ざ
る
悪
」
で
あ
る
か
ら
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 

⑷
「
語
弊
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔
言
葉
の
使
い
方
が
適
切
で
な
い
た
め
誤
解
が
生
じ
る
言
い
方
。 

〕 
 

三 

「
こ
の
時
、
誰
か
が
こ
の
下
人
に
、
さ
っ
き
門
の
下
で
こ
の
男
が
考
え

て
い
た
、
飢
え
死
に
を
す
る
か
盗
人
に
な
る
か
と
い
う
問
題
を
改
め
て
持

ち
出
し
た
ら
、
恐
ら
く
下
人
は
、
何
の
未
練
も
な
く
、
飢
え
死
に
を
選
ん

だ
こ
と
で
あ
ろ
う
」（
六
二
・
３
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
未
練
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔
心
残
り
が
あ
っ
て
、
あ
き
ら
め
き
れ
な
い
こ
と
。 

 
 

 
 
 

〕 

⑵
「
何
の
未
練
も
な
く
、
飢
え
死
に
を
選
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
は
、

ど
う
い
う
こ
と
か
。 

〔
「
下
人
」
は
正
義
感
が
高
揚
し
、
盗
人
に
な
る
よ
り
飢
え
死
に
を
す
る

方
が
ま
し
だ
と
思
っ
た
こ
と
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 
 

四 

「
下
人
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、
な
ぜ
老
婆
が
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く
か
わ

か
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
合
理
的
に
は
、
そ
れ
を
善
悪
の
い
ず
れ

に
片
づ
け
て
よ
い
か
知
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
下
人
に
と
っ
て
は
、
こ
の

雨
の
夜
に
、
こ
の
羅
生
門
の
上
で
、
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く
と
い
う
こ
と

が
、
そ
れ
だ
け
で
す
で
に
許
す
べ
か
ら
ざ
る
悪
で
あ
っ
た
」（
六
二
・
７
）

に
つ
い
て
、 

⑴
「
合
理
（
的
）
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔
筋
が
通
っ
て
い
る
こ
と
。
論
理
的
に
正
し
い
こ
と
。
「
合
理
的
」
は
、

論
理
に
か
な
っ
て
い
る
様
子
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 

⑵
「
合
理
的
に
は
、
そ
れ
を
善
悪
の
い
ず
れ
に
片
づ
け
て
よ
い
か
知
ら
な

か
っ
た
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。 

〔
老
婆
が
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
、
そ
の
理
由

が
「
下
人
」
に
は
わ
か
ら
な
い
の
で
、
老
婆
の
行
為
の
善
悪
を
論
理

的
に
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
。 

 
 
 

 
 

〕 
 ■

第
三
段
落 

第
一
節
（
六
二
・
12
～
六
四
・
２
） 

一 

「
そ
こ
で
、
下
人
は
、
両
足
に
力
を
入
れ
て
、
い
き
な
り
、
は
し
ご
か
ら

上
へ
飛
び
上
が
っ
た
。
そ
う
し
て
聖
柄
の
太
刀
に
手
を
か
け
な
が
ら
、
大
股

に
老
婆
の
前
へ
歩
み
寄
っ
た
。
老
婆
が
驚
い
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
老

婆
は
、
一
目
下
人
を
見
る
と
、
ま
る
で
弩
に
で
も
は
じ
か
れ
た
よ
う
に
、
飛

び
上
が
っ
た
。「
お
の
れ
、
ど
こ
へ
行
く
。
」
下
人
は
、
老
婆
が
死
骸
に
つ
ま

ず
き
な
が
ら
、
慌
て
ふ
た
め
い
て
逃
げ
よ
う
と
す
る
行
く
手
を
ふ
さ
い
で
、

こ
う
罵
っ
た
」（
六
二
・
12
）
に
つ
い
て
、 

⑴
下
人
が
「
い
き
な
り
、
は
し
ご
か
ら
上
へ
飛
び
上
が
っ
た
」
と
は
、
ど

の
よ
う
な
様
子
を
表
し
て
い
る
の
か
。 

〔
老
婆
の
行
為
に
対
す
る
憎
悪
の
感
情
を
、
衝
動
的
に
爆
発
さ
せ
て
い

る
様
子
。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 

⑵
「
お
の
れ
、
ど
こ
へ
行
く
」
の
「
お
の
れ
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
合
い

は
ど
う
い
う
も
の
か
。 

〔
老
婆
を
威
嚇
す
る
意
味
合
い
。 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

〕 
 二 

「
老
婆
は
、
そ
れ
で
も
下
人
を
突
き
の
け
て
行
こ
う
と
す
る
。
下
人
は
ま

た
、
そ
れ
を
行
か
す
ま
い
と
し
て
、
押
し
戻
す
。
二
人
は
死
骸
の
中
で
、
し

ば
ら
く
、
無
言
の
ま
ま
、
つ
か
み
合
っ
た
。
し
か
し
勝
敗
は
、
初
め
か
ら
、

わ
か
っ
て
い
る
。
下
人
は
と
う
と
う
、
老
婆
の
腕
を
つ
か
ん
で
、
無
理
に
そ

こ
へ
ね
じ
倒
し
た
。
ち
ょ
う
ど
、
鶏
の
脚
の
よ
う
な
、
骨
と
皮
ば
か
り
の
腕

で
あ
る
。「
何
を
し
て
い
た
。
言
え
。
言
わ
ぬ
と
、
こ
れ
だ
ぞ
よ
。」 

下
人
は
、
老
婆
を
突
き
放
す
と
、
い
き
な
り
、
太
刀
の
鞘
を
払
っ
て
、
白

い
鋼
の
色
を
そ
の
目
の
前
へ
突
き
つ
け
た
」（
六
三
・
３
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
勝
敗
は
、
初
め
か
ら
、
わ
か
っ
て
い
る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
老
婆

は
、
そ
れ
で
も
下
人
を
突
き
の
け
て
行
こ
う
と
す
る
」
理
由
は
何
か
。 

〔
自
身
の
行
為
が
許
せ
ざ
る
悪
だ
と
自
覚
し
て
い
る
老
婆
は
、
そ
の
行

為
が
き
つ
く
責
め
ら
れ
る
恐
怖
に
お
の
の
い
た
か
ら
。 

 
 

 

〕 

⑵
「
ち
ょ
う
ど
、
鶏
の
脚
の
よ
う
な
、
骨
と
皮
ば
か
り
の
腕
で
あ
る
」

（
六
三
・
6
）
か
ら
は
、
「
老
婆
」
の
ど
の
よ
う
な
状
況
が
う
か
が
え

る
か
。
５ 

〔
飢
え
死
に
を
し
か
け
て
い
る
生
死
が
ぎ
り
ぎ
り
の
極
限
状
況
。 
〕 

⑶
「
白
い
鋼
の
色
」
と
あ
る
が
、
普
通
「
白
い
鋼
の
太
刀
」
と
表
現
す
る

と
思
わ
れ
る
が
、
な
ぜ
こ
う
表
現
し
た
の
か
。 

〔
「
白
い
鋼
の
色
」
と
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
暗
闇
の
中
に
鋼
の
閃

光
が
走
る
様
子
を
読
者
に
印
象
づ
け
、
太
刀
の
鋭
さ
を
イ
メ
ー
ジ
さ

せ
る
狙
い
か
ら
。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 
 三 

「
下
人
は
初
め
て
明
白
に
こ
の
老
婆
の
生
死
が
、
全
然
、
自
分
の
意
志

に
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
た
。
そ
う
し
て
こ
の
意
識

は
、
今
ま
で
険
し
く
燃
え
て
い
た
憎
悪
の
心
を
、
い
つ
の
間
に
か
冷
ま
し

て
し
ま
っ
た
。
後
に
残
っ
た
の
は
、
た
だ
、
あ
る
仕
事
を
し
て
、
そ
れ
が

円
満
に
成
就
し
た
時
の
、
安
ら
か
な
得
意
と
満
足
と
が
あ
る
ば
か
り
で
あ

る
」（
六
三
・
12
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
老
婆
の
生
死
が
、
全
然
、
自
分
の
意
志
に
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う



 

こ
と
を
意
識
し
た
」
結
果
、「
今
ま
で
険
し
く
燃
え
て
い
た
憎
悪
の
心

を
、
い
つ
の
間
に
か
冷
ま
し
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
「
下
人
」
の
心
情

は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。 

〔
死
人
に
向
か
っ
て
ご
そ
ご
そ
と
何
か
を
し
て
い
る
、
得
体
の
知
れ
な

い
不
気
味
な
人
間
に
対
す
る
恐
怖
が
薄
ら
い
だ
と
い
う
心
情
。 

〕 

⑵
「
今
ま
で
険
し
く
燃
え
て
い
た
憎
悪
の
心
を
、
い
つ
の
間
に
か
冷
ま
し

て
し
ま
っ
た
」
の
は
な
ぜ
か
。 

〔
悪
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
老
婆
が
一
人
の
無
力
な
人
間
に
過
ぎ
な
い

と
意
識
し
た
と
き
、
悪
を
憎
む
心
も
冷
め
て
い
っ
た
か
ら
。 

 

〕 

⑶
「
成
就
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔
目
的
を
遂
げ
る
こ
と
。
ま
た
、
願
い
が
か
な
う
こ
と
。 

 
 
 

〕 

⑷
「
成
就
」
の
語
を
用
い
た
四
字
熟
語
を
書
け
。 

〔
大
願
成
就 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

〕 
 

■
第
三
段
落 

第
二
節
（
六
四
・
３
～
六
五
・
14
） 

一 

「
「
お
れ
は
検
非
違
使
の
庁
の
役
人
な
ど
で
は
な
い
。
今
し
が
た
こ
の
門

の
下
を
通
り
か
か
っ
た
旅
の
者
だ
。
だ
か
ら
お
前
に
縄
を
か
け
て
、
ど
う
し

よ
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
た
だ
、
今
時
分
、
こ
の
門
の
上
で
、
何

を
し
て
い
た
の
だ
か
、
そ
れ
を
お
れ
に
話
し
さ
え
す
れ
ば
い
い
の
だ
。
」
す

る
と
、
老
婆
は
、
見
開
い
て
い
た
目
を
、
い
っ
そ
う
大
き
く
し
て
、
じ
っ
と

そ
の
下
人
の
顔
を
見
守
っ
た
」
（
六
四
・
３
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
お
れ
は
検
非
違
使
の
庁
の
役
人
な
ど
で
は
な
い
」
と
い
う
言
葉
か
ら

は
、「
下
人
」
の
ど
の
よ
う
な
意
図
が
う
か
が
え
る
か
。 

〔
お
び
え
て
い
る
老
婆
を
安
心
さ
せ
て
、
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く
理
由

を
答
え
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
。 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

〕 

⑵
「「
老
婆
」
が
「
じ
っ
と
そ
の
下
人
の
顔
を
見
守
っ
た
」
の
は
な
ぜ
か
。 

〔
下
人
の
言
葉
に
警
戒
心
を
抱
き
、
そ
の
真
意
を
探
ろ
う
と
し
て
い
る

か
ら
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 
 

二 

「
「
こ
の
髪
を
抜
い
て
な
、
こ
の
髪
を
抜
い
て
な
、
か
つ
ら
に
し
ょ
う
と

思
う
た
の
じ
ゃ
。
」
下
人
は
、
老
婆
の
答
え
が
存
外
、
平
凡
な
の
に
失
望
し

た
。
そ
う
し
て
失
望
す
る
と
同
時
に
、
ま
た
前
の
憎
悪
が
、
冷
や
や
か
な
侮

蔑
と
一
緒
に
、
心
の
中
へ
入
っ
て
き
た
。
す
る
と
、
そ
の
気
色
が
、
先
方
へ

も
通
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
老
婆
は
、
片
手
に
、
ま
だ
死
骸
の
頭
か
ら
奪
っ
た

長
い
抜
け
毛
を
持
っ
た
な
り
、
蟇
の
つ
ぶ
や
く
よ
う
な
声
で
、
口
ご
も
り
な

が
ら
、
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
た
」（
六
四
・
12
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
存
外
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔
思
っ
て
い
た
の
と
違
う
こ
と
。
思
い
の
ほ
か
。
案
外
。 

 
 
 

〕 

⑵
「
老
婆
の
答
え
が
存
外
、
平
凡
な
の
に
失
望
し
た
」
（
六
四
・
13
）
と

あ
る
が
、
「
下
人
」
は
ど
の
よ
う
な
答
え
を
期
待
し
て
い
た
の
か
。
６ 

〔
人
間
の
常
識
で
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
不
気
味
で
恐
ろ
し
い
答

え
。 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 

⑶
「
侮
蔑
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔
相
手
を
見
下
し
さ
げ
す
む
こ
と
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑷
「
冷
や
や
か
な
侮
蔑
」
と
は
何
に
対
す
る
感
情
か
。 

〔
老
婆
の
平
凡
な
答
え
。 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑸
「
そ
の
気
色
が
、
先
方
へ
も
通
じ
た
」
と
は
、
こ
こ
で
は
ど
う
い
う
こ

と
か
。 

〔
下
人
の
老
婆
に
対
す
る
失
望
・
憎
悪
・
侮
蔑
と
い
っ
た
心
情
が
、
下

人
の
表
情
や
態
度
に
現
れ
、
そ
れ
を
老
婆
が
感
じ
取
っ
た
と
い
う
こ

と
。 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 
 

三 

「
「
わ
し
は
、
こ
の
女
の
し
た
こ
と
が
悪
い
と
は
思
う
て
い
ぬ
。
せ
ね

ば
、
飢
え
死
に
を
す
る
の
じ
ゃ
て
、
し
か
た
が
な
く
し
た
こ
と
で
あ
ろ
。

さ
れ
ば
、
今
ま
た
、
わ
し
の
し
て
い
た
こ
と
も
悪
い
こ
と
と
は
思
わ
ぬ
ぞ

よ
。
こ
れ
と
て
も
や
は
り
せ
ね
ば
、
飢
え
死
に
を
す
る
じ
ゃ
て
、
し
か
た

が
な
く
す
る
こ
と
じ
ゃ
わ
い
の
。
じ
ゃ
て
、
そ
の
し
か
た
が
な
い
こ
と

を
、
よ
く
知
っ
て
い
た
こ
の
女
は
、
お
お
か
た
わ
し
の
す
る
こ
と
も
大
目

に
見
て
く
れ
る
で
あ
ろ
」
」（
六
五
・
９
）
に
つ
い
て
、 

⑴ 

老
婆
は
「
わ
し
の
し
て
い
た
こ
と
も
悪
い
こ
と
と
は
思
わ
ぬ
ぞ
よ
」
と

い
う
言
い
訳
を
述
べ
て
い
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。「
許
さ
れ
る
」
と

い
う
言
葉
を
使
っ
て
、
二
つ
あ
げ
よ
。 

〔
悪
い
こ
と
を
し
た
者
に
対
し
て
行
う
行
為
は
許
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
。 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 

〔
飢
え
死
に
し
な
い
た
め
に
し
か
た
な
く
す
る
悪
は
許
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

〕 

⑵
「
大
目
に
見
る
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔
失
敗
や
不
正
を
厳
し
く
と
が
め
な
い
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 
 

〕 
 

■
第
三
段
落 

第
三
節
（
六
五
・
15
～
六
七
・
３
） 

一 

「
下
人
は
、
太
刀
を
鞘
に
お
さ
め
て
、
そ
の
太
刀
の
柄
を
左
の
手
で
お

さ
え
な
が
ら
、
冷
然
と
し
て
、
こ
の
話
を
聞
い
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
右

の
手
で
は
、
赤
く
頰
に
う
み
を
持
っ
た
大
き
な
に
き
び
を
気
に
し
な
が

ら
、
聞
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
、

下
人
の
心
に
は
、
あ
る
勇
気
が
生
ま
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
さ
っ
き
門
の

下
で
、
こ
の
男
に
は
欠
け
て
い
た
勇
気
で
あ
る
」(

六
五
・
15)

に
つ
い

て
、 

⑴
「
冷
然
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔
冷
や
や
か
な
態
度
を
と
る
こ
と
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑵ 

下
人
が
老
婆
の
話
を
「
冷
然
と
し
て
」「
聞
い
て
い
た
」
の
は
な
ぜ

か
。 〔

許
す
べ
か
ら
ざ
る
悪
へ
の
反
感
の
気
持
ち
が
冷
め
て
お
り
、
老
婆
へ

の
侮
蔑
の
感
情
が
下
人
の
心
を
占
め
て
い
た
か
ら
。 

 
 

 
 

〕 

⑶
「
あ
る
勇
気
が
生
ま
れ
て
き
た
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な



 

「
勇
気
」
か
。 

〔
盗
人
に
な
る
勇
気
。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

〕 
 

二 

「「
き
っ
と
、
そ
う
か
。
」
老
婆
の
話
が
終
わ
る
と
、
下
人
は
嘲
る
よ
う
な

声
で
念
を
押
し
た
。
そ
う
し
て
、
一
足
前
へ
出
る
と
、
不
意
に
右
の
手
を
に

き
び
か
ら
離
し
て
、
老
婆
の
襟
髪
を
つ
か
み
な
が
ら
、
か
み
つ
く
よ
う
に
こ

う
言
っ
た
。
「
で
は
、
お
れ
が
引
剝
ぎ
を
し
よ
う
と
恨
む
ま
い
な
。
お
れ
も

そ
う
し
な
け
れ
ば
、
飢
え
死
に
を
す
る
体
な
の
だ
」」（
六
六
・
９
）
に
つ
い

て
、 

⑴
「
嘲
る
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔
人
を
さ
げ
す
ん
で
悪
く
言
っ
た
り
笑
っ
た
り
す
る
。 

 
 
 
 

〕 

⑵
「
念
を
押
す
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔
繰
り
返
し
注
意
す
る
。
何
度
も
確
か
め
る
。 

 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑶
「
嘲
る
よ
う
な
声
で
念
を
押
し
た
」
（
六
六
・
10
）
か
ら
は
、
「
下

人
」
の
ど
の
よ
う
な
心
情
が
う
か
が
え
る
か
。
７ 

〔
「
生
き
る
た
め
に
は
悪
も
許
さ
れ
る
」
と
い
う
論
理
を
述
べ
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
逆
に
下
人
の
引
剝
ぎ
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い

う
、
愚
か
な
老
婆
へ
の
侮
蔑
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 

⑷
「
不
意
」
の
意
味
を
調
べ
よ
。 

〔
予
想
外
の
こ
と
。
思
い
も
か
け
な
い
こ
と
。 

 
 
 

 
 
 
 

〕 
 三 

「
下
人
は
、
す
ば
や
く
、
老
婆
の
着
物
を
剝
ぎ
と
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、

足
に
し
が
み
つ
こ
う
と
す
る
老
婆
を
、
手
荒
く
死
骸
の
上
へ
蹴
倒
し
た
。

は
し
ご
の
口
ま
で
は
、
わ
ず
か
に
五
歩
を
数
え
る
ば
か
り
で
あ
る
。
下
人

は
、
剝
ぎ
と
っ
た
檜
皮
色
の
着
物
を
わ
き
に
か
か
え
て
、
ま
た
た
く
間
に

急
な
は
し
ご
を
夜
の
底
へ
か
け
下
り
た
」（
六
六
・
15
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
下
人
は
、
す
ば
や
く
、
老
婆
の
着
物
を
剝
ぎ
と
っ
た
」
と
あ
る
が
、

こ
の
行
為
は
「
下
人
」
の
ど
の
よ
う
な
意
思
表
示
か
。 

〔
盗
人
に
な
る
勇
気
を
獲
得
し
た
と
い
う
意
思
表
示
。 

 
 
 
 

〕 

⑵
「
夜
の
底
へ
か
け
下
り
た
」
と
あ
る
が
、
こ
の
表
現
は
下
人
の
ど
の
よ

う
な
未
来
を
暗
示
し
て
い
る
か
。 

〔
先
の
見
え
な
い
暗
黒
に
彩
ら
れ
た
未
来
。 

 
 
 
 

 
 
 
 

〕 
 ■

第
四
段
落 

第
一
節
（
六
七
・
４
～
六
七
・
９
） 

一 

「
し
ば
ら
く
、
死
ん
だ
よ
う
に
倒
れ
て
い
た
老
婆
が
、
死
骸
の
中
か
ら
、

そ
の
裸
の
体
を
起
こ
し
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
の
こ
と
で
あ
る
。
老

婆
は
、
つ
ぶ
や
く
よ
う
な
、
う
め
く
よ
う
な
声
を
立
て
な
が
ら
、
ま
だ
燃
え

て
い
る
火
の
光
を
た
よ
り
に
、
は
し
ご
の
口
ま
で
、
は
っ
て
行
っ
た
。
そ
う

し
て
、
そ
こ
か
ら
、
短
い
白
髪
を
逆
さ
ま
に
し
て
、
門
の
下
を
の
ぞ
き
こ
ん

だ
。
外
に
は
、
た
だ
、
黒
洞
々
た
る
夜
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。 

下
人
の
行
方
は
、
誰
も
知
ら
な
い
」（
六
七
・
４
）
に
つ
い
て
、 

⑴
「
死
ん
だ
よ
う
に
倒
れ
て
い
た
老
婆
が
、
死
骸
の
中
か
ら
、
そ
の
裸
の

体
を
起
こ
し
た
」
と
あ
る
が
、
「
老
婆
」
の
ど
の
よ
う
な
心
が
う
か
が
え

る
か
。 

〔
生
へ
の
執
着
心
。 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑵
「
黒
洞
々
た
る
夜
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
夜
か
。 

〔
真
っ
暗
で
先
が
見
え
な
い
暗
黒
の
夜
。 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑶
「
黒
洞
々
た
る
夜
」
（
六
七
・
８
）
と
い
う
表
現
は
、
ど
の
よ
う
な
効

果
を
上
げ
て
い
る
か
。
８ 

〔
黒
に
よ
る
空
間
的
な
深
み
を
感
じ
さ
せ
、
ま
た
、
白
髪
の
白
と
夜
の

黒
と
の
対
照
を
際
立
た
せ
る
こ
と
で
、
異
様
で
不
気
味
な
世
界
を
築

き
上
げ
る
効
果
。 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

〕 

⑷
「
下
人
の
行
方
は
、
誰
も
知
ら
な
い
」
と
あ
る
が
、
下
人
は
こ
の
後
ど

う
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
。 

〔
「
盗
人
に
な
り
絶
望
の
世
界
を
生
き
抜
い
て
い
っ
た
」「
盗
人
に
な
り

き
れ
ず
飢
え
死
に
し
て
し
ま
っ
た
」「
盗
人
に
な
っ
た
も
の
の
自
ら
も

盗
人
に
襲
わ
れ
闇
の
世
界
へ
葬
ら
れ
た
」
な
ど
。 

 
 
 

 
 

〕 
 ■

作
者
「
芥
川
龍
之
介
」
に
つ
い
て
、
文
学
辞
典
や
国
語
便
覧
（
国
語
資

料
集
）
な
ど
で
調
べ
て
み
よ
う
。 

⑴ 

彼
の
文
学
的
立
場
は
、
菊
池
寛
や
久
米
正
雄
ら
と
と
も
に
何
と
呼
ば
れ

た
か
。 

〔
新
思
潮
派
（
新
現
実
主
義
） 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑵ 

彼
の
作
品
『
鼻
』
を
激
賞
し
た
作
家
は
誰
か
。 

〔
夏
目
漱
石 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑶ 

彼
に
文
学
的
な
影
響
を
受
け
た
主
な
作
家
は
誰
か
。 

〔
堀
辰
雄
・
太
宰
治
ら
。 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

〕 

⑷ 

こ
の
『
羅
生
門
』
や
、『
鼻
』
以
外
の
彼
の
代
表
作
を
あ
げ
よ
。 

〔
『
地
獄
変
』『
戯
作
三
昧
』
『
河
童
』『
歯
車
』
な
ど
。 

 
 
 

 

〕 


