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は
じ
め
に

雲
雀
が
小
・
中
学
校
国
語
教
科
書
の
世
界
か
ら
姿
を
消
し
て
久
し

い（
１
）。
坂
本
遼
の
詩
「
春
」
は
、
雲
雀
（
ひ
ば
り
、
ヒ
バ
リ
）
の
登
場
す

る
教
材
の
な
か
で
、
一
九
五
〇
年
度
以
降
、
小
学
校
教
材
と
し
て
も
っ

と
も
長
期
に
わ
た
っ
て
採
り
あ
げ
ら
れ
、
唯
一
小
・
中
学
校
両
方
の
教

科
書
に
載
っ
た
教
材
で
も
あ
っ
た（
２
）。
今
で
も
『
お
さ
る
が 
ふ
ね
を
か

き
ま
し
た 

ほ
か
』（
光
村
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
第
十
八
巻
。
光
村
図
書
出
版
、

二
〇
〇
二
年
）、『
繰
り
返
し
読
み
た
い 

日
本
の
名
詩
一
〇
〇
』（
彩
図

社
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
に
収
録
さ
れ
て
入
手
可
能
で
あ
り
、
一
定
の

評
価
を
保
っ
て
い
る
作
品
と
思
わ
れ
る
。「
春
」
に
関
す
る
研
究
文
献

は
現
在
ほ
と
ん
ど
見
か
け
ず
、
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
い
る
の
か
確
認

で
き
な
い
。
し
か
し
、
か
つ
て
の
採
録
教
科
書
の
指
導
書
や
斎
藤
喜
博

氏
の
授
業
記
録
に
示
さ
れ
た
読
み
に
は
大
き
な
問
題
点
が
あ
り
、
そ
の

問
題
点
は
検
討
さ
れ
な
い
ま
ま
今
に
引
き
つ
が
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る（
３
）。一

、
従
来
説
ⅰ
の
検
討

　
　

春　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

坂さ
か
も
と本 

遼り
よ
う

お
か
ん
は
た
っ
た
一
人

峠と
う
げ

田
の
て
っ
ぺ
ん
で
鍬く
わ

に
も
た
れ

大
き
な
空
に

小
ち
ゃ
い
か
ら
だ
を

ぴ
ょ
っ
く
り
浮う

か
し
て

空
い
っ
ぱ
い
に
な
く
雲ひ
ば
り雀
の
声
を

じ
っ
と
聞
い
て
い
る
や
ろ
で

坂
本
遼
「
春
」
小
考

―
雲
雀
の
た
め
に
―

今　

井　

正
之
助
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里
の
方
で
牛
が
な
い
た
ら

じ
っ
と
余ひ
び
き韻
に
耳
を
か
た
む
け
て
い
る
や
ろ
で

大
き
い　

美
し
い

春
が
ま
わ
っ
て
く
る
た
ん
び
に

お
か
ん
の
年
が
よ
る
の
が

目
に
見
え
る
よ
う
で　

か
な
し
い

お
か
ん
が
み
た
い

右
が
詩
の
全
文
で
あ
る
（
光
村
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
第
十
八
巻
に
よ
る
）。

問
題
は
「
大
き
な
空
に
／
小
ち
ゃ
い
か
ら
だ
を
／
ぴ
ょ
っ
く
り
浮
か
し

て
」
が
何
を
描
い
て
い
る
の
か
で
あ
る
。

『「
中
学
校
国
語
二
年
」学
習
指
導
資
料
』（
学
校
図
書
。
刊
年
不
記
載
。

対
象
と
す
る
『
中
学
校
国
語
二
年
』﹇
国
語808
﹈
は
一
九
七
五
〜

七
七
年
度
使
用
）
の
〔
学
習
の
て
び
き
〕
に
、「
大
き
な
空
に
…
浮
か

し
て
」
と
は
ど
ん
な
よ
う
す
が
想
像
さ
れ
る
か
、
と
問
い
か
け
、
次
の

よ
う
に
解
答
し
て
い
る
。

峠
田
の
稜
線
の
上
に
浮
き
出
し
て
い
る
「
お
か
ん
」
の
姿
を
遠
く

下
か
ら
仰
ぎ
見
た
情
景
。
空
は
ど
こ
ま
で
も
広
い
。「
お
か
ん
」

の
か
ら
だ
は
、た
よ
り
な
く
小
さ
く
見
え
る
。
し
か
し「
小
っ
ち
ゃ

い
」「
ぴ
ょ
っ
く
り
」と
い
う
語
の
ひ
び
き
に
は
、そ
の
小
さ
い「
お

か
ん
」
が
大
き
な
自
然
の
中
に
い
か
に
も
似
つ
か
わ
し
く
収
ま
っ

て
い
る
の
が
感
じ
ら
れ
る
。

『「
中
学
校
国
語
二
年
」学
習
指
導
資
料
』（
学
校
図
書
。
刊
年
不
記
載
。

対
象
の
﹇
国
語813

﹈
は
一
九
七
八
〜
八
〇
年
度
使
用
）
の
〔
鑑
賞
〕

も
次
の
よ
う
に
い
う
。

第
一
連
に
描
か
れ
た「
峠
田
の
て
っ
ぺ
ん
」に
浮
き
あ
が
っ
た「
お

か
ん
」（
お
か
あ
さ
ん
）
の
シ
ル
エ
ッ
ト
は
印
象
的
で
あ
る
。（
引

用
略
）
と
い
う
三
行
が
、く
っ
き
り
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
。

「
ぴ
ょ
っ
く
り
」
と
い
う
擬
態
語
も
、
山
の
高
ま
り
、
空
の
大
き

さ
の
中
で
、
年
と
っ
て
小
さ
く
な
っ
た
「
お
か
ん
」
の
軽
さ
、
た

よ
り
な
さ
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
。

問
題
の
三
行
は
、「
峠
田
の
て
っ
ぺ
ん
」
に
浮
き
あ
が
っ
た
「
お
か
ん
」

の
シ
ル
エ
ッ
ト
だ
と
い
う
。

さ
ら
に
、
こ
の
指
導
書
の
刊
行
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
斎
藤
喜
博
氏
が

精
力
的
に
「
春
」
の
授
業
実
践
を
す
す
め
て
い
た
。
授
業
対
象
者
、
実

施
年
月
、
公
刊
さ
れ
た
授
業
記
録
の
順
に
示
す
（
丸
付
き
数
字
は
『
わ

た
し
の
授
業
』
の
収
録
順
で
あ
る
）。

①
宮
城
教
育
大
学
附
属
小
学
校
三
年
、
一
九
七
五
年
一
〇
月
二
五
日
、

斎
藤
喜
博
『
わ
た
し
の
授
業 

第
一
集
』（
一
莖
書
房
、一
九
七
七
年
）

②
宮
城
県
松
山
中
学
校
一
年
、
一
九
七
五
年
一
〇
月
二
四
日
、
授
業

記
録
は
①
に
同
じ
。

③
青
森
県
十
和
田
市
三
本
木
中
学
校
二
年
、
一
九
七
六
年
五
月
一
四

日
、『
同 

第
三
集
』（
一
九
七
七
年
）

④
横
浜
市
冨
士
見
中
学
校
三
年
、
一
九
七
六
年
六
月
一
一
日
、『
同 

第
三
集
』（
一
九
七
七
年
）
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⑤
都
留
文
化
大
学
三
・
四
年
生
、
一
九
七
七
年
七
月
八
日
、『
同 

第

四
集
』（
一
九
七
八
年
）

こ
こ
で
は
、
①
の
斎
藤
氏
の
発
言
を
引
く
が
、
他
の
授
業
記
録
も
ほ

ぼ
同
内
容
で
あ
る
。

誰
が
小
ち
ゃ
い
の
？
（
中
略
）
な
る
ほ
ど
ね
、
年
と
っ
て
腰
が
ま

が
っ
ち
ゃ
っ
た
か
ら
、
ち
っ
ち
ゃ
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
…
（
中
略
）

そ
う
す
る
と
、
峠
田
だ
か
ら
、
お
か
ん
は
こ
の
へ
ん
に
い
る
ん
だ

ね
え
。（
板
書
を
さ
し
な
が
ら
）
そ
れ
を
峠
の
下
か
ら
み
る
と
、

お
か
ん
の
う
し
ろ
に
は
大
き
な
空
が
あ
る
。（
中
略
）そ
う
だ
ね
え
、

下
か
ら
み
る
と
、（
中
略
）
ち
っ
ち
ゃ
い
か
ら
だ
が
、
ぴ
ょ
っ
く

り
と
空
の
ほ
う
に
浮
ん
で
み
え
た
っ
て
い
う
の
ね
。

学
校
図
書
指
導
書
と
斎
藤
氏
実
践
の
相
互
の
関
係
は
わ
か
ら
な
い（
４
）

が
、
両
者
が
相
ま
っ
て
、
こ
の
詩
の
話
者
（
語
り
手
）
の
視
点
を
問
う

こ
と
が
定
着
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

大
森
修
氏
は
、
知
人
か
ら
斎
藤
氏
の
授
業
記
録
を
紹
介
さ
れ
、「
い

ず
れ
の
記
録
を
見
て
も
、
斎
藤
氏
自
身
が
説
明
し
て
し
ま
っ
て
い
る
」

と
い
う
感
想
を
持
っ
た
と
記
し
て
い
る
（『
国
語
科
発
問
の
定
石
化
』

明
治
図
書
、
一
九
八
五
年
。
八
九
頁
）。
こ
の
感
想
は
直
接
的
に
は
い

ま
問
題
に
し
て
い
る
話
者
の
視
点
に
関
わ
っ
て
の
も
の
で
は
な
い
が
、

右
の
引
用
か
ら
も
斎
藤
氏
の
授
業
が
説
明
的
、
誘
導
的
で
あ
る
と
い
う

印
象
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
授
業
の
進
め
方
は
別
に
し
て
、
大
森
氏

も
同
じ
よ
う
に
話
者
の
視
点
を
問
う
て
い
る
。
大
森
修
氏
の
授
業
記
録

（
新
潟
大
学
教
育
学
部
附
属
新
潟
小
学
校
四
年
二
組
、
一
九
八
四
年

一
一
月
二
日
）が『
大
森
修
国
語
教
育
著
作
集　

第
4
巻
』（
明
治
図
書
、

二
〇
〇
五
年
）
に
載
っ
て
い
る
。（
Ｔ
は
教
師
、
Ｃ
は
児
童
。
イ
は
上

か
ら
、
ロ
は
横
か
ら
、
ハ
は
下
か
ら
の
視
点
。）

Ｔ  

話
者
が
お
か
ん
を
、
イ
、
ロ
、
ハ
の
ど
の
方
向
か
ら
見
て
い

ま
す
か
。

Ｃ  「
大
き
な
空
に　

小
ち
ゃ
い
か
ら
だ
を
ひ
ょ
っ
く
り
浮
か
し

て
」
っ
て
書
い
て
あ
る
の
で
、
空
は
大
き
な
空
な
の
で
、
一
番

大
き
く
見
え
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
、
ハ
だ
と
考
え
ま
す
。

以
上
の
説
は
い
ず
れ
も
、
ふ
も
と
か
ら
峠
田
の
て
っ
ぺ
ん
に
い
る
母

が
空
に
浮
か
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
た
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が

あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
と
思
う
が
、
現
実
レ
ベ
ル
の
詮
索
は
お
き
、
愛
着

あ
る
相
手
の
こ
と
を
思
い
描
く
こ
と
し
か
で
き
な
い
場
合
、
そ
の
強
い

思
い
（
自
分
の
分
身
）
は
ど
こ
に
向
か
う
だ
ろ
う
か
。
相
手
の
い
ま
い

る
空
間
に
自
分
も
と
も
に
身
を
置
き
た
い
、
と
願
う
の
が
常
で
は
な
い

か
。
従
来
説
へ
の
強
い
疑
念
は
こ
こ
に
あ
る
。

「
お
か
ん
の
年
が
よ
る
の
が
／
目
に
見
え
る
よ
う
で
」「
お
か
ん
が
み

た
い
」
と
は
、「
お
か
ん
」
の
す
ぐ
そ
ば
に
い
た
い
、
と
い
う
気
持
ち

の
直
接
的
な
表
現
で
あ
る
。

こ
の
詩
の
話
者
が
な
ぜ
「
お
か
ん
」
と
離
れ
た
と
こ
ろ
に
い
る
の
か
、

具
体
的
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
年
老
い
た
「
お
か
ん
」
が
「
た
っ
た
一

人
」
で
「
鍬
」
を
ふ
る
っ
て
い
る
、
と
い
う
光
景
は
、
話
者
と
「
お
か

ん
」
を
隔
て
た
大
き
な
要
因
が
経
済
的
な
事
情
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ

せ
る
。
話
者
が
い
く
つ
な
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、「
お
か
ん
」
を
「
た
っ
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大
森
：（
前
略
）
そ
の
通
り
な
ん
で
す
。
思
っ
て
る
ん
で
す
。
で
も
、

思
っ
て
い
る
と
き
で
も
、
例
え
ば
話
者
が
日
野
く
ん
を
思
う
と
き

に
、
日
野
く
ん
の
後
頭
を
思
い
出
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
前

の
顔
を
思
い
出
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
先
生
は
聞
い
て

る
ん
で
す
ね
。
い
い
分
か
っ
た
？

視
点
を
問
う
こ
と
自
体
は
、
そ
の
叙
述
・
描
写
の
性
格
を
分
析
す
る

上
で
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
話
者
（
の
分
身
）
が
お
か
ん
の

そ
ば
に
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
話
者
が
お
か
ん
を
ど
の
方
向
か
ら
見
て
い

る
の
か
（
前
か
後
ろ
か
横
か
）、
こ
の
詩
の
表
現
か
ら
は
確
定
し
が
た

い
し
、
特
定
す
る
こ
と
に
あ
ま
り
意
味
は
な
い
だ
ろ
う
。

二
、
従
来
説
ⅱ
の
検
討

従
来
説
ⅰ
と
異
な
る
解
釈
を
示
す
の
が
、
光
村
図
書
出
版
の
指
導
書

で
あ
る
。『
小
学
新
国
語　

五
年
上
』（
国
語5141

。
使
用
年
度

一
九
七
七
〜
七
九
）
を
対
象
と
す
る
『
学
習
指
導
書
』（
一
九
七
八
年
）

に
は
、
栗
原
一
登
氏
に
よ
る
教
材
選
定
意
図
を
示
す
一
文
が
載
り
、
詩

人
竹
内
て
る
よ
氏
の
「
春
」
に
つ
い
て
の
発
言
を
「
優
れ
た
鑑
賞
の
文

と
思
う
」
と
前
置
き
し
て
引
用
し
て
い
る
。

子
供
は
都
会
に
働
き
に
行
っ
て
、
ど
こ
の
街
に
い
る
の
か
し
れ
な

い
。
お
そ
ら
く
は
、
裏
町
の
狭
い
暗
い
部
屋
で
、
空
腹
の
ま
ま
、

都
会
の
空
に
来
た
春
を
知
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。「
お
か
ん

は
た
っ
た
一
人
、
峠
田
の
て
っ
ぺ
ん
で
鍬
に
も
た
れ
」
と
、
出
て

た
一
人
」
で
そ
う
い
う
状
態
に
お
い
て
い
る
、
そ
ん
な
自
分
に
対
す
る

ふ
が
い
な
さ
、
も
う
し
わ
け
な
さ
も
「
か
な
し
い
」
に
は
こ
め
ら
れ
て

い
る
だ
ろ
う（
５
）。
話
者
が
何
ら
か
の
不
義
理
を
犯
し
て
、「
お
か
ん
」
の

そ
ば
近
く
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
事
情
が
あ
る
と

も
思
わ
れ
な
い
。
峠
田
の
下
方
か
ら
「
小
ち
ゃ
い
か
ら
だ
」
の
「
お
か

ん
」
を
遠
く
仰
ぎ
み
る
の
み
と
い
う
の
は
、い
か
に
も
不
自
然
で
あ
る
。

相
手
が
い
ま
ど
う
し
て
い
る
か
と
い
う
想
像
（
や
ろ
で
）
は
、
そ
の

相
手
の
傍
ら
で
と
も
に
見
聞
き
し
た
記
憶
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
。
自

分
が
体
験
し
た
こ
と
の
な
い
光
景
を
思
い
描
く
こ
と
は
、
通
常
は
な
い

で
あ
ろ
う
。「
空
い
っ
ぱ
い
に
な
く
雲
雀
の
声
」
を
、
話
者
（
の
分
身
）

も
と
も
に
「
峠
田
の
て
っ
ぺ
ん
」
で
じ
っ
と
聞
き
、「
里
の
方
で
牛
が

な
い
た
ら
」
話
者
（
の
分
身
）
も
牛
の
な
き
ご
え
の
「
余
韻
」
に
耳
を

か
た
む
け
る
。
峠
田
の
麓
（
下
方
）
に
い
た
の
で
は
、
雲
雀
の
声
も
牛

の
な
き
ご
え
も
単
な
る
推
測
に
な
っ
て
し
ま
う
。
話
者
が
「
お
か
ん
」

と
と
も
に
感
じ
と
っ
て
い
て
こ
そ
、
実
際
に
は
会
え
な
い
せ
つ
な
さ
が

き
わ
ま
り
、「
お
か
ん
が
み
た
い
」
と
い
う
痛
切
な
叫
び
が
生
ま
れ
る
。

大
森
氏
の
授
業
記
録
（『
大
森
修
国
語
教
育
著
作
集 

第
4
巻
』

一
九
七
頁
）
に
次
の
応
答
が
あ
る
。

日
野
：
僕
は
、
あ
れ
、
イ
・
ロ
・
ハ
ど
れ
か
ら
も
話
者
は
見
て
い
な

い
と
考
え
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
話
者
は
思
っ
て
い
る
ん
で
し
ょ

う
。
だ
か
ら
つ
ま
り
、
お
か
ん
、
お
か
ん
の
こ
と
を
思
っ
て
い
る

ん
だ
か
ら
、
見
て
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
、
イ
で
も
ロ
で

も
ハ
で
も
な
い
と
思
い
ま
す
。
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の
内
容
に
大
き
な
違
い
は
な
い
か
ら
、
ａ
も
ｂ
と
同
様
の
認
識
に
立
っ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
従
来
説
ⅰ
の
よ
う
に
、
峠
田
の
て
っ
ぺ

ん
に
い
る
お
か
ん
を
話
者
が
麓
の
方
か
ら
見
あ
げ
て
い
る
と
い
う
構
図

で
は
な
い
。
で
は
な
ぜ
同
じ
場
所
に
い
て
、「
山
の
稜
線
の
上
に
お
か

ん
の
体
だ
け
が
小
さ
く
浮
か
ぶ
よ
う
に
」
見
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
う
し
た
見
え
方
の
説
明
以
上
に
問
題
な
の
は
、
お
か
ん
を
見
て
い

る
話
者
の
心
理
で
あ
る
。
指
導
書
の
別
の
箇
所
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

「（
引
用
略
：
末
尾
の
三
行
）」
は
悲
痛
な
願
い
で
あ
る
。
お
か
ん

に
会
い
た
い
の
で
は
な
く
、「
お
か
ん
が
み
た
い
」
と
い
う
ほ
と

ば
し
る
声
は
、
子
供
に
説
明
し
て
や
っ
て
も
よ
い
こ
と
か
も
し
れ

な
い
。（
国
語529

・
国
語541

と
も
に
五
九
頁
）

こ
の
読
解
に
異
論
は
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
な
お
の
こ
と
、「
悲
痛

な
願
い
」「
ほ
と
ば
し
る
声
」
の
対
象
が
「
山
の
稜
線
の
上
に
」「
小
さ

く
浮
か
ぶ
」
お
か
ん
の
姿
で
あ
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。
従
来
説
ⅰ
に
つ

い
て
示
し
た
疑
問
が
こ
こ
で
も
わ
き
起
こ
る
。

さ
ら
に
右
の
引
用
の
前
に
は
次
の
見
解
も
示
さ
れ
て
い
た
。

　

子
供
た
ち
は
、「
大
き
な
空
に
／
小
っ
ち
ゃ
い
か
ら
だ
を
／

ぴ
ょ
っ
く
り
う
か
し
て
」
を
雲
雀
の
様
子
だ
と
読
み
取
っ
た
り
す

る
が
、
峠
田
と
い
う
こ
と
で
、
さ
え
ぎ
る
も
の
も
な
い
広
々
と
し

た
大
き
な
空
に
お
か
ん
の
ち
っ
ち
ゃ
な
体
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
方

が
、た
っ
た
一
人
の
お
か
ん
の
愁
い
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
国
語529

・
国
語541

、
五
九
頁
）

「
お
か
ん
の
愁
い
」
と
あ
る
。
お
か
ん
の
心
に
も
愁
い
は
あ
っ
た
で

き
て
、
見
慣
れ
た
母
親
の
姿
が
、
心
の
目
に
見
え
る
の
で
し
ょ
う
。

「
大
き
な
空
に
小
っ
ち
ゃ
い
か
ら
だ
を
ぴ
ょ
っ
く
り
浮
か
し
て
」

年
老
い
て
、
ブ
リ
キ
か
ん
の
よ
う
な
背
中
を
し
て
い
る
母
親
が
、

息
子
を
働
き
に
出
し
た
後
、
一
人
で
畑
仕
事
を
し
て
い
る
様
子
が

目
に
浮
か
ん
で
き
ま
す（
６
）。

右
の
引
用
文
だ
け
で
は
従
来
説
ⅰ
と
の
違
い
は
わ
か
ら
な
い
が
、
後

継
の
『
国
語 

五
上 

銀
河
』（
国
語509

、
使
用
年
度
一
九
八
〇
〜
八
二
。

国
語519

、
一
九
八
三
〜
八
五
。
国
語529

、
一
九
八
六
〜
八
八
。
国
語

541

、
一
九
八
九
〜
九
一
）
は
、「
大
き
な
空
に　

小
っ
ち
ゃ
い
か
ら
だ

を　

ぴ
ょ
っ
く
り
う
か
し
て
」
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

ａ
大
き
な
空
の
た
め
に
、
お
か
ん
が
い
っ
そ
う
小
さ
く
見
え
る
。
今

に
も
空
に
う
か
び
上
が
っ
て
し
ま
い
そ
う
だ
。（
国
語509

『
学

習
指
導
書
』
八
五
頁
。
国
語519

『
同
』
六
六
頁
）

ｂ
作
者
が
田
舎
に
い
た
と
き
に
峠
田
で
見
上
げ
た
お
か
ん
の
姿
だ
ろ

う
か
、
山
の
稜
線
の
上
に
お
か
ん
の
体
だ
け
が
小
さ
く
浮
か
ぶ
よ

う
に
ぽ
つ
ん
と
見
え
る
。（
国
語529

『
学
習
指
導
書
』
七
〇
頁
、

国
語541

『
同
』
七
〇
頁
）

光
村
図
書
出
版
『
学
習
指
導
書
』
は
い
ず
れ
も
、
従
来
説
ⅰ
の
よ
う

な
視
点
を
直
接
問
う
指
導
法
を
示
し
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
を
推
察
で

き
る
の
が
、
引
用
文
ｂ
で
あ
る
。「
作
者
が
田
舎
に
い
た
と
き
に
峠
田

で
見
上
げ
た
」
と
あ
る
か
ら
、
話
者
と
お
か
ん
が
同
じ
空
間
（
峠
田
）

に
い
た
時
の
光
景
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
引
用
文
ａ
は
あ
い
ま
い
で
あ

る
が
、﹇
国
語509

・519

﹈
と
﹇
国
語529

・541

﹈
二
種
類
の
指
導
書
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三
、
詩
碑
の
こ
と
―
遠
い
峠
田
の
て
っ
ぺ
ん
―

兵
庫
県
加
東
市
の
坂
本
遼
の
生
家
の
近
く
に
、
次
の
よ
う
に
刻
ま
れ

た
詩
碑
が
建
っ
て
い
る（
７
）。

　
　
　

坂
本
遼

　
　

春

遠
い
峠
田
の
て
っ
ぺ
ん

あ
れ
は　

お
か
ん
か
い
な

鳥
か
い
な

こ
の
詩
に
つ
い
て
坂
本
遼
の
長
男
洋
氏
（
一
九
三
〇
年
二
月
生
。
注

5
年
譜
に
よ
る
）
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

昭
和
の
初
め
、
父
が
二
十
歳
前
後
の
こ
ろ
の
作
品
だ
。
当
時
は
ま

だ
見
渡
す
か
ぎ
り
段
々
畑
、
そ
の
は
る
か
遠
く
の
畑
で
野
良
仕
事

を
し
て
い
る
お
か
ん
（
方
言
で
母
の
こ
と
）
の
姿
が
鳥
と
見
ま
ち

が
う
く
ら
い
小
さ
く
見
え
た
ら
し
い
。（
注
5
引
用
『
た
ん
ぽ
ぽ

の
詩
』
二
四
二
頁
）

近
親
者
の
発
言
は
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
が
、
遼
は
一
九
〇
四
（
明
治

三
七
）
年
九
月
生
、
一
九
二
四
（
大
正
一
三
）
年
が
満
二
〇
歳
で
、
い

ず
れ
に
せ
よ
、
洋
氏
の
生
ま
れ
る
前
の
こ
と
で
あ
り
、
伝
聞
に
よ
る
記

述
で
あ
る
。『
坂
本
遼
作
品
集
』（
駒
込
書
房
、
一
九
八
一
年
）
な
ど
に

も
詩
碑
の
詩
は
見
あ
た
ら
な
い
。

あ
ろ
う
が
、「
ぴ
ょ
っ
く
り
」
と
い
う
表
現
を
選
ん
だ
の
は
話
者
で
あ

る
か
ら
、「
愁
い
」
は
そ
の
よ
う
に
見
て
と
っ
た
話
者
の
、
お
か
ん
に

対
す
る
感
情
の
は
ず
で
あ
る
。
引
用
文
ｂ
傍
線
部
は
「
ぽ
つ
ん
と
見
え

る
」
と
い
う
。「
ぽ
つ
ん
と
」
は
、「
孤こ
ざ
ん山
」（『
日
本
国
語
大
辞
典
』
一

つ
だ
け
ぽ
つ
ん
と
あ
る
山
。
ま
た
、
人
里
は
な
れ
た
さ
び
し
い
山
）
の

よ
う
に
「
孤
」
を
関
す
る
熟
語
の
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
。「
た
っ
た
一
人
」と
結
び
つ
き
や
す
い
こ
と
ば
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

詩
の
表
現
は
「
ぴ
ょ
っ
く
り
」
で
あ
る
。
辞
書
類
に
は
採
ら
れ
て
い
な

い
よ
う
で
あ
る
が
、「
ぴ
ょ
こ
っ
と
」（
日
本
国
語
大
辞
典
：
は
ず
み
を

つ
け
て
軽
く
動
作
す
る
さ
ま
を
表
わ
す
語
。
ぴ
ょ
こ
ん
と
）
な
ど
が
近

い
と
い
え
よ
う
か
。
学
校
図
書
指
導
書
﹇
国
語808

﹈
は
「
ぴ
ょ
っ
く

り
浮
か
し
て
」
を
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。

峠
田
の
稜
線
上
の
空
に
、「
お
か
ん
」
の
鍬
に
も
た
れ
た
シ
ル
エ
ッ

ト
が
浮
か
ん
で
い
る
よ
う
す
。「
ぴ
ょ
っ
く
り
」
と
い
う
擬
態
語

の
ひ
び
き
が
あ
っ
て
、
小
さ
く
軽
い
、
む
し
ろ
か
わ
い
ら
し
い
感

じ
に
な
っ
て
い
る
。（
四
二
頁
）

お
か
ん
へ
の
思
い
（
愁
い
）
を
こ
め
た
表
現
と
し
て
、「
ぴ
ょ
っ
く
り
」

は
な
じ
ま
な
い
。
雲
雀
の
様
子
だ
と
い
う
子
供
た
ち
の
読
み
取
り
に
、

も
っ
と
耳
を
か
た
む
け
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
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九
月
に
筆
を
執
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
坂
本
遼
の
図
版
も
同
様
の
経
緯

が
考
え
ら
れ
る
。
自
筆
原
稿
を
求
め
ら
れ
て
、
前
掲
の
「
日
の
出
」
を

抄
出
し
、題
名
は
「
春
」
に
あ
ら
た
め
た（
９
）。
そ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、

詩
碑
の
元
に
な
っ
た
自
筆
原
稿
は
全
集
14
刊
行
の
前
年
一
九
五
四
年
に

書
か
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
て
、
こ
こ
で
は
、
詩
碑
の
詩
の
成
立
年
を
特
定
す
る
の
が
主
目
的

で
は
な
い
。『
た
ん
ぽ
ぽ
の
詩
』に「
お
か
ん
」と
題
す
る
詩
が
載
る（
改

行
箇
所
を
「
／
」
で
表
示
す
る
）。

1
／
お
か
ん
の
墓
は
／
南
を
む
い
た
山
の
／
小
っ
ち
ゃ
い
日
溜
り

／
花
の
咲
く
ま
ま
に
荒
れ
は
て
て
／
た
ん
ぽ
ぽ
の
大
き
い
の
や
／

蓮
華
草
な
ど
が
／
咲
き
み
だ
れ
と
る
／
も
う　

あ
の
お
か
ん
の
肉

は
な
く
な
り
／
骨
だ
け
が　

さ
び
し
さ
う
に
／
西
の
方
を
む
い
て

／
合
掌
し
と
る
や
ろ
で
／

2
／
お
か
ん
は
死
ん
で
し
も
う
た
／
お
か
ん　

お
ら
も
死
に
た
い

わ
／

3
／
お
か
ん
が
死
ぬ
前
に
／
お
ら　

お
か
ん
に
問
ふ
た
／
「
林
檎

の
ス
ー
プ
と
梨
の
ス
ー
プ
ど
つ
ち
よ
い
」
／
お
か
ん
は
言
ふ
た
／

「
安
い
方
の
が
え
ゝ
」

 

（「
学
校
」
7
号
・
昭
和
4
年
10
月
）

「
年
譜
」
に
よ
れ
ば
、
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
一
二
月
一
七
日
に
、

遼
の
母
み
つ
が
死
去
し
て
い
る
。
詩
「
お
か
ん
」
は
母
の
死
の
翌
年
に

書
か
れ
、
さ
ら
に
そ
の
翌
一
九
三
〇
年
に
詩
「
日
の
出
」
が
発
表
さ
れ

た
。
傍
線
部
に
示
さ
れ
た
死
後
の
お
か
ん
の
イ
メ
ー
ジ
を
経
て
、「
日

『
た
ん
ぽ
ぽ
の
詩
』
に
詩
碑
の
詩
に
近
い
、「
日
の
出
」
と
題
す
る
詩

が
載
る
。
末
尾
の
括
弧
内
は
『
た
ん
ぽ
ぽ
の
詩
』
に
付
さ
れ
た
出
典
注

記
で
あ
る
。

朝
は
や
く

峠
田
の
て
っ
ぺ
ん
で

動
い
て
ゐ
る
黒
い
も
の
は

あ
ら
お
か
ん
か
い
な

鳥
か
い
な 
（「
詩
神
」
6
巻
7
号
・
昭
和
5
年
7
月
）

昭
和
五
年
七
月
は
洋
氏
が
生
ま
れ
て
間
も
な
い
こ
ろ
で
あ
り
、
先
の

洋
氏
の
発
言
は
右
の
「
日
の
出
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

詩
碑
の
詩
と
ま
っ
た
く
同
じ
直
筆
の
書
影
（
図
版
）
が
『
現
代
日
本

詩
人
全
集
14
』（
東
京
創
元
社
、
一
九
五
五
年
）
に
載
る（
８
）。
同
集
に
は
、

他
に
岡
崎
清
一
郎
、
山
之
口
獏
、
菊
岡
久
利
、
大
江
満
雄
、
藤
原
定
、

淵
上
毛
錢
の
諸
詩
人
の
作
品
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、「
坂
本
遼
」（
活

字
）
と
銘
打
っ
た
頁
（
三
四
七
頁
）
に
手
書
き
の
「
春　

坂
本 
遼
／
（
詩

三
行
略
）」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
全
集
シ
リ
ー
ズ
は
各
詩
人
の
収

録
頁
の
最
初
に
、
当
該
詩
人
直
筆
の
書
影
を
載
せ
る
（
原
稿
用
紙
に
詩

を
記
し
た
も
の
が
多
い
が
、
葉
書
書
面
な
ど
も
あ
る
）。
同
全
集
10

（
一
九
五
四
年
一
二
月
刊
）
の
「
中
野
重
治
」
に
は
「
今
に
た
く
さ
ん

の
秀
才
が
／
こ
れ
ら
す
べ
て
を
理
論
づ
け
よ
う
と
し
て
／
必
ず
必
ず
苦

し
む
だ
ろ
う
／
一
九
五
三
年
九
月
な
か
の
し
げ
は
る
」
と
い
う
図
版
が

あ
る
。「
今
に
…
」
は
『
中
野
重
治
詩
集
』（
小
山
書
店
、一
九
四
七
年
）

収
録
の
詩
「
為
替
相
場
」
の
一
節
で
あ
り
、
こ
の
図
版
は
刊
行
前
年
の
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品
が
あ
る
。「
峠
田
の
て
っ
ぺ
ん
」
に
い
る
お
か
ん
の
姿
が
表
現

さ
れ
て
お
り
、「
鳥
」
に
た
と
え
ら
れ
る
ほ
ど
小
さ
な
母
を
い
つ

く
し
む
作
者
の
心
情
が
感
じ
ら
れ
る
。

と
あ
る
が
、
右
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
二
つ
の
「
春
」
を
同
日
に
は

論
じ
ら
れ
な
い）
10
（

。

四
、
雲
雀
は
ど
ん
な
鳥
か

こ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
観
点
か
ら
検
討
を
つ
づ
け
る
。
小
学
校
教
材

と
し
て
長
く
「
春
」
を
採
り
あ
げ
て
き
た
の
が
光
村
図
書
出
版
の
教
科

書
で
あ
る
。『
小
学
新
国
語 

五
年
上
』（
国
語5141

）
の
単
元
「
表
現

を
味
わ
っ
て
読
も
う
」
は
、「
川
」（
谷
川
俊
太
郎
）、「
じ
ん
ち
ょ
う
げ

の
花
」（
峠
兵
太
）、「
春
」
を
扱
っ
て
い
た
が
、『
国
語 

五
上 

銀
河
』（
以

下
『
銀
河
』
と
略
称
）
の
単
元
「
詩
を
読
も
う
」
は
採
録
詩
の
構
成
を

変
え
て
い
る
。

『
銀
河
』（
国
語509

）
… 

虻
（
嶋
岡
晟
）、
若
葉
よ
来
年
は
海
へ
ゆ
こ

う
（
金
子
光
晴
）、春
、晴
れ
間
（
三
木
露
風
）、

海
雀
（
北
原
白
秋
）

『
銀
河
』（
国
語519

）
… 

虻
、
春
、
晴
れ
間
、
海
雀

『
銀
河
』（
国
語529

・541

）
… 

虻
、
春
、
わ
れ
は
草
な
り
（
高
見
順
）、

海
雀

『
銀
河
』
か
ら
「
海
雀
」
が
登
場
し
た
。「
虻
」
の
第
四
連
に
も
「
岩

燕
の
歌
」
と
い
う
一
節
が
あ
り
、
教
科
書
に
は
「
海
雀
」「
岩
燕
」
に

の
出
」
の
お
か
ん
は
、「
黒
い
も
の
」
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ

に
シ
ル
エ
ッ
ト
で
あ
る
が
、「
お
か
ん
か
い
な
／
鳥
か
い
な
」と
つ
づ
き
、

話
者
は
麓
か
ら
遠
く
峠
田
の
て
っ
ぺ
ん
を
見
や
っ
た
ま
ま
、
そ
の
場
所

に
立
ち
つ
く
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
も
は
や
「
お
か
ん
」
の
も
と
に
駆

け
よ
り
た
い
と
い
う
強
い
衝
動
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

小
稿
で
問
題
に
し
て
い
る
、
教
科
書
採
録
の
「
春
」
は
、
母
の
生
前

の
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
五
月
に
同
人
誌
『
先
駆
』
創
刊
号
に
発
表

さ
れ
、
九
月
に
「
春
」
を
収
め
た
詩
集
『
た
ん
ぽ
ぽ
』
が
銅
鑼
社
か
ら

刊
行
さ
れ
た
。
教
科
書
採
録
詩
「
春
」
と
詩
「
お
か
ん
」・
詩
「
日
の
出
」

と
の
間
に
は
、
話
者
と
お
か
ん
と
の
関
係
性
に
大
き
な
断
絶
が
あ
る
。

詩
碑
の
詩
「
春
」
は
、
元
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
詩
「
日
の
出
」
に
比

べ
る
と「
動
い
て
ゐ
る
黒
い
も
の
は
」が
削
除
さ
れ
て
お
り
、題
も「
春
」

と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
の
ど
か
な
印
象
を
受
け
る
が
、
こ
こ
に
も
教
科

書
採
録
詩
「
春
」
の
母
に
ま
と
わ
り
つ
く
よ
う
な
感
覚
は
無
い
。
さ
ら

に
い
え
ば
、
詩
「
お
か
ん
」
の
「
お
ら
も
死
に
た
い
わ
」
と
い
う
激
し

い
情
動
は
消
え
、
詩
「
日
の
出
」
よ
り
も
さ
ら
に
静
か
に
、
遠
く
異
世

界
の
存
在
と
し
て
お
か
ん
を
見
や
っ
て
い
る
。
年
月
を
経
て
お
か
ん
の

死
を
受
け
い
れ
て
い
る
日
常
が
あ
る
。そ
の
意
味
で
詩
碑
の
詩「
春
」は
、

詩
「
日
の
出
」
の
単
な
る
抄
出
で
は
な
く
、独
立
し
た
新
た
な
詩
と
な
っ

て
い
る
と
評
せ
よ
う
。

『
国
語 

学
習
指
導
書 

5
上 

銀
河
』（
光
村
図
書
出
版
、一
九
八
九
年
。

教
科
書
番
号
「
国
語541

」
に
対
す
る
指
導
書
）
七
八
頁
に

な
お
、
坂
本
遼
に
は
、
も
う
一
つ
、
同
じ
「
春
」
と
い
う
題
の
作
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え
て
く
る
ヒ
バ
リ
の
声
は
季
節
の
風
物
詩
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い

る
。（『
日
本
動
物
大
百
科
第
4
巻
鳥
類
Ⅱ
』
平
凡
社
、
一
九
九
七

年
。
六
九
頁
）

か
つ
て
使
用
さ
れ
た
国
語
教
科
書
の
中
か
ら
も
、
次
の
よ
う
な
例
を

ひ
ろ
う
こ
と
が
で
き
る
。

「
ひ
ば
り
」（
砂
村
秀
治
氏
に
よ
る
書
き
お
ろ
し
の
説
明
文
。
東
京
書

籍
『
新
し
い
国
語 

3
上
』
な
ど
に
、一
九
七
一
〜
七
九
年
度
に
わ
た
っ

て
載
っ
た
）

　

ひ
ば
り
が
、
空
に
上
っ
た
り
、
地
上
に
下
り
た
り
す
る
と
き
に

は
、
ふ
つ
う
の
鳥
と
少
し
か
わ
っ
た
と
び
方
を
し
ま
す
。
ち
ょ
う

ど
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
よ
う
に
、
ま
っ
す
ぐ
に
上
り
下
り
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
空
中
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
で
き

る
の
で
す
。

　

空
高
く
上
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
鳴
き
方
で
さ
え
ず
る
の
は
、
お

す
の
ひ
ば
り
で
す
。
草
む
ら
か
ら
と
び
た
っ
た
ひ
ば
り
は
、
ぐ
ん

ぐ
ん
空
に
上
り
な
が
ら
、「
ピ
ー
チ
ク
、
ピ
ー
チ
ク
」
と
く
り
返

し
さ
え
ず
り
ま
す
。空
に
上
る
と
、風
の
ふ
い
て
来
る
方
に
向
か
っ

て
は
ば
た
き
を
し
な
が
ら
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
鳴
き
方
を
か
え
て
さ
え

ず
り
つ
づ
け
ま
す
。

「
ひ
ば
り
の
子
」（
庄
野
潤
三
の
小
説
『
ザ
ボ
ン
の
花
』
の
第
一
章
。

大
修
館
書
店
『
新
中
学
校
国
語
総
合 

改
訂
版 

一
下
』
以
下
、
三
省
堂
、

大
日
本
図
書
、
大
阪
書
籍
、
学
校
図
書
、
光
村
書
店
出
版
の
中
学
校
国

語
教
科
書
に
、
合
わ
せ
て
一
九
五
八
〜
一
九
八
〇
年
度
に
わ
た
っ
て

つ
い
て
の
四
〇
字
前
後
の
脚
注
が
あ
る
。『
学
習
指
導
書
』
に
も

詩
「
海
雀
」
に
入
る
前
に
、
ウ
ミ
ス
ズ
メ
（
海
雀
）
に
つ
い
て
、

そ
の
特
徴
や
生
態
に
つ
い
て
調
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。詩「
海

雀
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
克
明
に
す
る
た
め
に
、
不
可
避
の
こ
と
だ
か

ら
で
す
。（
国
語509

『
学
習
指
導
書
』
七
八
頁
）

と
こ
と
わ
っ
て
、
詳
細
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
雲
雀

に
つ
い
て
は
身
近
な
鳥
だ
か
ら
と
い
う
判
断
が
あ
っ
た
も
の
か
、
教
科

書
に
も
『
学
習
指
導
書
』
に
も
何
も
記
載
が
な
い
。『
銀
河
』（
国
語

541

）
の
『
学
習
指
導
書
』（
一
九
八
九
年
）
は
、「
ウ
ミ
ス
ズ
メ
」
の

説
明
の
あ
と
に
、

ほ
か
の
詩
に
も
、「
岩
燕
」、「
雲
雀
」
と
い
っ
た
鳥
が
登
場
す
る
が
、

余
裕
が
あ
れ
ば
図
鑑
な
ど
で
調
べ
、目
で
確
認
を
さ
せ
て
み
た
い
。

（
六
三
頁
）

と
補
足
し
て
い
る
が
、
こ
の
提
言
が
実
行
さ
れ
て
お
れ
ば
、
と
惜
し
ま

れ
る
。

雲
雀
の
、
他
の
鳥
と
異
な
る
大
き
な
特
徴
は
、
中
空
に
と
ど
ま
っ
て

（
ホ
バ
リ
ン
グ
し
な
が
ら
）
さ
え
ず
る
こ
と
で
あ
る
。

　

雲
雀
が
空
高
く
舞
ひ
な
が
ら
囀
る
こ
と
は
、
他
の
鳥
と
異
な
る

著
し
い
特
徴
で
、（
中
略
）
空
に
数
分
間
、
う
た
ひ
な
が
ら
停
止

し
て
ゐ
る
。（
内
田
清
之
助
『
ば
あ
ど　

ろ
あ
』「
雲
雀
の
話
」
東

京
出
版
、
一
九
四
七
年
）

　

ヒ
バ
リ
の
も
っ
と
も
顕
著
な
特
徴
は
、
空
に
舞
い
上
が
り
さ
え

ず
る
こ
と
で
あ
る
。
春
、
草
原
や
農
耕
地
の
上
空
高
く
か
ら
聞
こ
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い
っ
ぱ
い
に
な
く
〉
雲
雀
の
声
を
じ
っ
と
聞
い
て
い
る
や
ろ
で
。

〈　

〉
内
は
雲
雀
の
描
写
と
し
て
過
不
足
な
い
が
、
詩
の
分
か
ち
書

き
の
中
で
は
長
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
と
、「
鍬
に
も
た
れ
」
と

い
う
連
用
形
が
次
の
動
作
を
求
め
る
た
め
に
、「
じ
っ
と
聞
い
て
い
る
」

よ
り
も
手
近
な
「
ぴ
ょ
っ
く
り
浮
か
し
て
」
ま
で
を
「
お
か
ん
」
の
動

作
と
読
ん
で
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、従
来
の
説
に
は
、年
老
い
て
腰
が
曲
が
り
小
っ
ち
ゃ
く
な
っ

た
お
か
ん
、
と
い
う
強
い
思
い
込
み
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
雲
雀

の
扱
い
が
ぞ
ん
ざ
い
で
あ
っ
た
こ
と
も
そ
の
思
い
込
み
を
た
だ
す
機
会

を
奪
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

注

（
1
） 

今
井
「
小
・
中
学
校
国
語
教
科
書
ひ
ば
り
教
材
考
―
一
九
五
〇

年
度
以
降
の
採
録
状
況
の
概
観
を
中
心
に
―
」（
愛
知
教
育
大
学

大
学
院
国
語
研
究
28
、
二
〇
二
〇
年
三
月
）

（
2
） 

光
村
図
書
出
版
『
小
学
新
国
語　

五
年
上
』（
教
科
書
の
記
号
・

番
号
：
国
語5141

。
使
用
年
度
：
一
九
七
七
〜
一
九
七
九
。
以
下
、

記
号
・
番
号
：
使
用
年
度
、
と
表
示
す
る
）。
光
村
図
書
出
版
『
国

語　

五
上　

銀
河
』（
国
語509

：
一
九
八
〇
〜
一
九
八
二
。
国

語519

：
一
九
八
三
〜
一
九
八
五
。
国
語529

：
一
九
八
六
〜

一
九
八
八
。
国
語541

：
一
九
八
九
〜
一
九
九
一
）。
学
校
図
書『
中

学
校
国
語　

二
』（
国
語808

：
一
九
七
五
〜
一
九
七
七
。
国
語

載
っ
た
）

　

そ
の
声
は
、
不
意
に
正
三
の
頭
の
真
上
で
聞
こ
え
た
。

　

そ
れ
は
、
う
れ
し
く
て
た
ま
ら
な
い
よ
う
な
、
本
当
に
か
わ
い

ら
し
い
声
で
あ
っ
た
。
そ
の
声
は
、正
三
の
頭
の
真
上
の
空
か
ら
、

い
き
な
り
動
き
だ
し
た
ぜ
ん
ま
い
じ
か
け
の
お
も
ち
ゃ
の
自
動
車

か
何
か
の
よ
う
に
、
勢
い
よ
く
鳴
り
だ
し
た
の
だ
。（
中
略
）

　

そ
れ
は
、
た
い
へ
ん
せ
わ
し
そ
う
に
さ
え
ず
り
な
が
ら
、
そ
の

声
と
全
く
同
じ
く
ら
い
の
せ
わ
し
さ
で
、小
さ
い
羽
を
動
か
し
て
、

ま
る
で
や
っ
と
こ
さ
空
に
引
っ
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
見

え
た）
11
（

。（
光
村
図
書
出
版
『
中
等
新
国
語　

一
』
に
よ
る
）

雲
雀
の
特
徴
を
認
識
し
、関
連
す
る
記
述
を
た
ど
っ
て
く
れ
ば
、「
春
」

の
問
題
の
三
行
が
、
ホ
バ
リ
ン
グ
し
な
が
ら
高
ら
か
に
声
を
ひ
び
か
せ

て
い
る
雲
雀
の
姿
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

詩
の
短
い
一
節
で
あ
り
な
が
ら
、
光
景
を
一
筆
で
描
き
き
っ
て
強
い
印

象
を
あ
た
え
る
。「
ひ
ば
り
」（
砂
村
秀
治
）
や
「
ひ
ば
り
の
子
」（
庄

野
潤
三
）
の
、
文
章
に
よ
る
積
み
重
ね
に
も
匹
敵
す
る
優
れ
た
表
現
で

あ
る
と
考
え
る
。

お
わ
り
に

「
春
」
の
第
一
連
を
文
章
の
か
た
ち
で
表
記
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

お
か
ん
は
た
っ
た
一
人
、
峠
田
の
て
っ
ぺ
ん
で
鍬
に
も
た
れ
、〈
大

き
な
空
に
小
っ
ち
ゃ
い
か
ら
だ
を
ぴ
ょ
っ
く
り
浮
か
し
て
、
空
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に
『
先
駆
』
創
刊
号
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
翌
年
一
二
月
に
母
が

亡
く
な
る
。「
春
」
発
表
時
、父
は
存
命
（
一
九
三
六
年
一
月
死
去
）

で
あ
る
が
、「
辺
地
教
育
に
私
財
を
投
じ
て
情
熱
を
注
ぎ
、
家
庭

を
顧
み
る
い
と
ま
が
な
く
、
代
わ
っ
て
母
が
一
家
の
き
り
も
り
を

し
農
作
業
に
励
ん
だ
」（「
年
譜
」
一
九
〇
四
年
）
と
も
い
う
。
詩

「
春
」
に
は
実
体
験
の
投
影
が
み
と
め
ら
れ
る
が
、
創
作
で
あ
る
。

ま
た
、『
た
ん
ぽ
ぽ
』
は
、
全
体
を
「
お
か
ん
」
と
「
お
ら
」（
圭

と
呼
ば
れ
て
い
る
）
を
軸
と
す
る
物
語
の
よ
う
に
読
む
こ
と
も
で

き
る
。
な
か
で
も
詩
「
お
鶴
の
死
と
俺
」
は
詩
「
春
」
と
密
接
な

つ
な
が
り
が
あ
る
（
注
6
竹
内
氏
も
そ
の
こ
と
に
触
れ
る
）
が
、

こ
こ
で
は
作
者
の
伝
記
的
事
実
は
持
ち
こ
ま
ず
、
か
つ
、「
春
」

一
篇
か
ら
読
み
と
れ
る
こ
と
を
問
題
に
す
る
。

（
6
） 

竹
内
て
る
よ
・
神
保
光
太
郎
『
詩
の
本
』（
朝
日
新
聞
社
、

一
九
五
六
年
）
第
一
部
6
「
生
活
の
詩
」。
原
文
と
引
用
文
と
は

小
異
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
問
題
と
し
な
い
。

（
7
） 

加
東
市
観
光
協
会
Ｈ
Ｐ
他
に
よ
る
。
注
5
「
年
譜
」
に
よ
れ
ば
、

一
九
七
一
年
五
月
二
三
日
建
立
。

（
8
） 

た
だ
し
、
詩
碑
の
「
坂
本
遼
」
と
い
う
署
名
の
文
字
の
み
は
、

こ
の
全
集
の
図
版
の
署
名
と
は
異
な
る
。
署
名
の
文
字
が
ど
こ
か

ら
採
ら
れ
た
の
か
は
未
調
査
で
あ
る
が
、
よ
り
力
強
い
印
象
を
与

え
る
文
字
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
9
） 
第
一
詩
集
『
た
ん
ぽ
ぽ
』
に
は
、「
春
」（
お
か
ん
は
た
つ
た
一

人
…
）
の
ほ
か
に
も
、「
春
」（
み
つ
ち
や
ん
と
…
）、「
春
」（
指

813

：
一
九
七
八
〜
一
九
八
〇
）。
記
号
・
番
号
お
よ
び
使
用
年
度

は
、
公
益
財
団
法
人
教
科
書
研
究
セ
ン
タ
ー
附
属
教
科
書
図
書
館

の
「
教
科
書
目
録
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
よ
っ
た
。

（
3
） 
阿
部
昇
「
斎
藤
喜
博
・
詩
の
授
業
に
つ
い
て
の
批
判
的
検
討
―

何
を
受
け
継
ぎ
、
何
を
否
定
す
べ
き
な
の
か
―
」（
教
育
方
法
学

研
究
19
、
一
九
九
四
年
三
月
）
が
斎
藤
氏
の
「
春
」
の
授
業
方
法

を
検
討
し
て
い
る
。
し
か
し
、《
…
空
に
体
が
浮
い
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
た
め
に
は
、
大
空
を
背
景
に
「
お
か
ん
」
の
体
が
み
え

な
い
と
い
け
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
そ
れ
は
下
か
ら
上
を

見
上
げ
な
い
と
成
立
し
な
い
形
象
で
あ
る
。》（
同
論
文
一
〇
六
頁
）

と
い
う
箇
所
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
阿
部
氏
の
「
春
」
の
読
み
そ

の
も
の
は
、
斎
藤
氏
と
変
わ
り
な
い
。

（
4
） 

「
ぴ
ょ
っ
く
り
浮
か
し
て
」
が
母
親
の
様
子
だ
と
す
る
解
釈
は
、

竹
内
て
る
よ
氏
（
一
九
五
六
年
。
第
二
節
に
引
用
）
に
は
じ
ま
る

よ
う
だ
が
、
竹
内
説
で
は
ど
こ
か
ら
母
親
を
見
て
い
る
の
か
不
明

確
で
あ
る
。
学
校
図
書
指
導
書
や
斎
藤
氏
の
読
み
は
、
そ
れ
ぞ
れ

竹
内
説
に
触
発
さ
れ
、
そ
の
発
展
形
と
し
て
峠
の
「
下
か
ら
」
の

光
景
と
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
5
） 

姫
路
文
学
館
編
・
刊
『
た
ん
ぽ
ぽ
の
詩う
た　

坂
本
遼
作
品
選
』

（
一
九
九
九
年
）
の
「
年
譜
」
に
は
、
こ
の
詩
の
発
表
さ
れ
た
遼

二
三
歳
の
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
三
月
、
関
西
学
院
文
学
部
英

文
科
を
卒
業
し
た
が
、「
折
し
も
金
融
恐
慌
で
就
職
先
は
な
く
、

故
郷
で
母
の
農
業
を
手
伝
う
」
と
あ
る
。
詩
「
春
」
は
そ
の
五
月
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大
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。（
一
九
七
二
年
度
版
八
一
頁
）

 

　

同
指
導
書
は
庄
野
の
「
正
三
に
と
っ
て
詩﹅

﹅

﹅

﹅

的
真
実
だ
っ
た
」
と

い
う
言
葉
を
引
い
た
上
で
「
ひ
ば
り
の
生
態
を
よ
く
知
っ
て
い
る

生
徒
の
い
る
場
合
に
は
補
説
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
」
と
結

ん
で
い
る
。

 

（
い
ま
い
・
し
ょ
う
の
す
け　

本
学
名
誉
教
授
）

を
く
は
へ
て
…
）
と
、
同
題
の
詩
が
載
る
。「
春
」
は
好
み
の
詩

題
で
も
あ
っ
た
か
。

（
10
） 
詩
集
『
た
ん
ぽ
ぽ
』
に
登
場
す
る
お
か
ん
（
母
）
は
、
詩
「
お

か
ん
腹
お
さ
へ
て
お
く
れ
」、
詩
「
だ
ま
っ
て
ゐ
る
心
と
心
」、「
自

序
」（
こ
れ
も
注
5
に
い
う
物
語
の
一
環
）
に
顕
著
な
よ
う
に
、

話
者
が
肌
身
で
感
じ
と
り
、
凝
視
す
る
存
在
で
あ
っ
て
、
よ
そ
よ

そ
し
く
眺
め
や
る
対
象
で
は
な
い
。

（
11
） 

詩
「
春
」
の
「
浮
か
し
て
」
を
母
の
状
態
と
み
な
す
説
は
、
そ

れ
を「
浮
か
ぶ
」「
浮
か
ん
で
い
る
」と
解
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
、

「
浮
か
す
」
は
他
動
詞
で
あ
り
、
母
が
自
分
で
自
分
の
体
を
浮
か

せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。話
者
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
見
な
す
の
か
、

さ
ら
に
説
明
が
必
要
と
な
ろ
う
。「
ぴ
ょ
っ
く
り
浮
か
し
て
」
は
、

庄
野
の
小
説
の
傍
線
部
が
描
く
よ
う
な
雲
雀
の
様
子
に
こ
そ
似
つ

か
わ
し
い
。

 

　

な
お
、
光
村
図
書
出
版
『
中
等
新
国
語 

教
師
用
指
導
書
一
上
』

に
次
の
よ
う
な
注
意
が
あ
る
。

 

冒
頭
の
場
面
で
、
か
え
っ
た
ば
か
り
の
ひ
ば
り
の
子
が
高
く

飛
び
上
が
っ
て
さ
え
ず
る
と
い
う
の
は
実
際
に
は
あ
り
得

ず
、
都
会
育
ち
の
正
三
が
ひ
ば
り
の
成
鳥
、
少
な
く
と
も
孵

化
後
半
年
以
上
た
っ
た
も
の
を
、
ひ
な
と
誤
っ
た
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
「
ひ
ば
り
の
子
」
と
思
い
こ
ん
だ
こ

と
か
ら
、
こ
の
事
件
は
展
開
す
る
の
で
、「
あ
れ
は
、
ひ
ば

り
の
子
だ
。」（
Ｐ
43
）
と
い
う
認
識
は
、
正
三
に
と
っ
て
重
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