
1
　
問
題
は

1
か
ら

5
ま
で
で
、
12
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
印
刷
し
て
あ
り
ま
す
。

2
　
検
査
時
間
は
五
〇
分
で
、
終
わ
り
は
午
前
九
時
五
〇
分
で
す
。

3
　
声
を
出
し
て
読
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
。

4
　
答
え
は
全
て
解
答
用
紙
に
Ｈ
Ｂ
又
は
Ｂ
の
鉛
筆
（
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
も
可
）
を
使
っ
て
明
確
に
記
入
し
、 

解
答
用
紙
だ
け
を
提
出
し
な
さ
い
。

5
　
答
え
は
特
別
の
指
示
の
あ
る
も
の
の
ほ
か
は
、
各
問
の
ア
・
イ
・
ウ
・
エ
の
う
ち
か
ら
、
最
も
適
切
な
も
の
を

そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
ん
で
、
そ
の
記
号
の

の
中
を
正
確
に
塗
り
つ
ぶ
し
な
さ
い
。

6
　
答
え
を
記
述
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
欄
か
ら
は
み
出
さ
な
い
よ
う
に
書
き
な
さ
い
。

7
　
答
え
を
直
す
と
き
は
、
き
れ
い
に
消
し
て
か
ら
、
消
し
く
ず
を
残
さ
な
い
よ
う
に
し
て
、
新
し
い
答
え
を
書
き
な
さ
い
。

8
　
受
検
番
号
を
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
欄
に
書
き
、
そ
の
数
字
の

の
中
を
正
確
に
塗
り
つ
ぶ
し
な
さ
い
。

9
　
解
答
用
紙
は
、
汚
し
た
り
、
折
り
曲
げ
た
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
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1

次
の
各
文
の

を
付
け
た
漢
字
の
読
み
が
な
を
書
け
。

⑴
　
郷
土
資
料
館
の
学
芸
員
か
ら
話
を
伺
い
、
町
の
歴
史
を
学
ぶ
。

⑵
　
麦
茶
を
冷
や
す
た
め
に
氷
を
砕
い
て
グ
ラ
ス
に
入
れ
る
。

⑶
　
地
道
な
清
掃
活
動
が
周
囲
に
良
い
影
響
を
及
ぼ
す
。

⑷
　
入
念
な
準
備
に
よ
り
、
会
議
が
円
滑
に
進
む
。

⑸
　
産
業
遺
産
を
観
光
バ
ス
で
巡
る
。

次
の
各
文
の

を
付
け
た
か
た
か
な
の
部
分
に
当
た
る
漢
字
を
楷
書
で 

書
け
。

⑴
　
朗
読
劇
で
主
人
公
の
役
を
エ
ン
じ
る
。

⑵
　
研
究
の
た
め
に
ム
ズ
カ
し
い
論
文
を
読
む
。

⑶
　
決
勝
で
シ
ュ
ク
メ
イ
の
相
手
と
対
戦
す
る
。

⑷
　
兄
は
、
早
朝
の
ジ
ョ
ギ
ン
グ
を
シ
ュ
ウ
カ
ン
と
し
て
い
る
。

⑸
　
保
育
園
で
園
児
た
ち
の
ス
コ
や
か
な
寝
顔
を
眺
め
て
気
持
ち
が
和
む
。

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。（
＊
印
の
付
い
て
い
る
言
葉
に

は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

目
覚
ま
し
を
セ
ッ
ト
し
た
時
刻
を
三
十
分
も
過
ぎ
て
い
る
。
知
ら
な
い
う
ち
に
止

め
て
、
ま
た
う
と
う
と
し
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
。
慌
て
て
パ
ジ
ャ
マ
の
ま
ま
台
所
へ

飛
ん
で
い
く
と
、
ヨ
シ
江え

が
洗
い
物
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。

「
シ
ゲ
爺じ

い

は
？
」

「
あ
あ
、
お
は
よ
う
。」

「
お
は
よ
。
ね
え
、
シ
ゲ
爺
は
？
」

123

「
さ
っ
き
出
か
け
て
っ
た
だ
わ
。」

「
う
そ
、
な
ん
で
？
」

ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
声
を
か
け
て
く
れ
た
ら
す
ぐ
起
き
た
の
に
、ど
う
し
て
置
い
て
い

く
の
か
。部
屋
を
覗の
ぞ

い
た
曾そ

う

祖そ

父ふ

母ぼ

が
、〈
よ
ー
く
眠
っ
て
る
だ
わ
い
〉〈
可か

哀わ
い

想そ
う

だ
か

ら
こ
の
ま
ま
寝
か
せ
と
く
だ
〉な
ど
と
苦
笑
し
合
う
様
子
が
想
像
さ
れ
て
、地
団
駄
を

踏
み
た
く
な
る
。

「
ど
う
し
て
起
こ
し
て
く
ん
な
か
っ
た
の
？
　
昨
日
あ
た
し
、
一
緒
に
行
く
っ
て
言
っ

た
の
に
。」

す
る
と
ヨ
シ
江
は
、
ス
ポ
ン
ジ
で
茶ち
ゃ

碗わ
ん

を
こ
す
り
な
が
ら
雪ゆ

き

乃の

を
ち
ら
り
と
見
た
。

「
起
こ
そ
う
と
し
た
だ
よ
ぅ
、私
は
。け
ど
あ
の
ひ
と
が
、ほ
っ
と
け
っ
て
言
う
だ
か
ら
。」

「
…
…
え
？
」

「『
雪
乃
が
自
分
で
、
ま
っ
と
早
起
き
し
て
手
伝
う
か
ら
連
れ
て
け
っ
て
言
っ
た
だ
わ
。

こ
っ
ち
が
起
こ
し
て
や
る
必
要
は
ね
え
、
起
き
て
こ
な
け
り
ゃ
置
い
て
く
ま
で
だ
』
っ

て
。」心

臓
が
硬
く
な
る
思
い
が
し
た
。
茂し
げ

三ぞ
う

の
言
う
と
お
り
だ
。

無
言
で
洗
面
所
へ
走
る
と
、
超
特
急
で
顔
を
洗
い
、
歯
を
磨
き
、
部
屋
へ
戻
っ
て

シ
ャ
ツ
と
ジ
ー
ン
ズ
に
着
替
え
た
。ぼ
さ
ぼ
さ
の
髪
を
と
か
し
て
い
る
暇
は
な
い
。ゴ
ム

で
ひ
と
つ
に
く
く
る
。

土
間
で
長
靴
を
履
き
、

「
行
っ
て
き
ま
す
！
」

駆
け
出
そ
う
と
す
る
背
中
へ
、
ヨ
シ
江
の
声
が
か
か
っ
た
。

「
ち
ょ
っ
と
待
ち
な
い
、
い
っ
て
ぇ
ど
こ
へ
行
く
つ
も
り
だ
い
や
。」

雪
乃
は
、
あ
、
と
立
ち
止
ま
っ
た
。
そ
う
だ
、
今
日
は
ど
の
畑
で
作
業
し
て
い
る
か

⑴
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⑵
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を
聞
い
て
い
な
い
。

「
そ
ん
な
に
ま
っ
く
ろ
け
ぇ
し
て
行
か
ん
で
も
大
丈
夫
、
爺
や
ん
は
怒
っ
ち
ゃ
い
ね
え

だ
か
ら
。」

ヨ
シ
江
は
笑
っ
て
言
っ
た
。〈
ま
っ
く
ろ
け
ぇ
し
て
〉
と
は
、
慌
て
て
、
と
い
う
意

味
だ
。
目
の
前
に
、
白
い
布ふ

巾き
ん

で
き
ゅ
っ
と
く
る
ま
れ
た
包
み
が
差
し
出
さ
れ
る
。

「
ほ
れ
、
タ
ラ
コ
と
梅
干
し
の
お
に
ぎ
り
。
行
っ
た
ら
ま
ず
、
座
っ
て
お
食
べ
。
朝
ご

は
ん
抜
き
じ
ゃ
あ
一
人
前
に
働
け
ね
え
だ
か
ら
。」

「
…
…
わ
か
っ
た
。
あ
り
が
と
。」

「
急
い
で
走
っ
た
り
し
た
ら
、
て
っ
く
り
け
ぇ
る
だ
か
ら
、
気
を
つ
け
て
ゆ
っ
く
り
行

く
だ
よ
。
雪
ち
ゃ
ん
が
後
か
ら
ち
ゃ
ー
ん
と
行
く
っ
て
、
爺
や
ん
に
は
わ
か
っ
て
た

だ
わ
い
。
い
つ
も
は
出
が
け
に
な
ー
ん
も
言
わ
ね
え
の
に
、
今
日
は
わ
ざ
わ
ざ
『
ブ

ド
ウ
園
の
隣
の
畑
に
い
る
だ
か
ら
』
っ
て
言
っ
て
っ
た
だ
も
の
。」

再
び
ヨ
シ
江
に
礼
を
言
っ
て
、
雪
乃
は
外
へ
出
た
。

あ
た
り
は
も
う
充
分
に
明
る
い
。
朝
焼
け
の
薔ば

薇ら

色
も
す
で
に
薄
れ
、
青
み
の
ほ
う

が
強
く
な
っ
て
い
る
。
す
っ
か
り
春
と
は
い
え
、
こ
の
時
間
の
気
温
は
低
く
て
、
息
を

吸
い
込
む
と
お
腹な

か

の
中
ま
で
ひ
ん
や
り
冷
た
く
な
る
。

よ
そ
の
家
の
納な

屋や

に
明
か
り
が
灯と

も

っ
て
い
る
。ど
こ
か
で
ト
ラ
ク
タ
ー
の
エ
ン
ジ
ン

音
が
聞
こ
え
る
。
農
家
の
朝
は
と
っ
く
に
始
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
大
き
く
深
呼
吸
を
し

て
か
ら
、
雪
乃
は
、
や
っ
ぱ
り
走
り
だ
し
た
。

長
靴
が
が
ぽ
が
ぽ
と
鳴
る
。ま
っ
く
ろ
け
ぇ
し
て
て
っ
く
り
け
ぇ
る
こ
と
の
な
い
よ

う
に
気
を
つ
け
な
が
ら
、
舗
装
さ
れ
た
坂
道
を
駆
け
上
が
る
。ふ
だ
ん
軽
ト
ラ
ッ
ク
で

す
い
す
い
登
る
坂
が
、
思
っ
た
よ
り
ず
っ
と
急
で
あ
る
こ
と
に
驚
く
。

息
を
切
ら
し
な
が
ら
ブ
ド
ウ
園
の
手
前
を
左
へ
曲
が
り
、砂
利
道
に
入
っ
て
な
お
も

走
る
と
、
畑
が
見
え
て
き
た
。
整
然
と
の
び
る
畝う

ね

の
間
に
、
紺
色
の
ヤ
ッ
ケ
を
着
て
腰

＊

を
か
が
め
る
茂
三
の
姿
が
あ
る
。
急
に
立
ち
止
ま
っ
た
せ
い
で
足
が
も
つ
れ
、
危
う
く

本
当
に
て
っ
く
り
け
ぇ
り
そ
う
に
な
っ
た
。

「
シ
…
…
。」

張
り
あ
げ
か
け
た
声
を
飲
み
こ
む
。

ヨ
シ
江
は
あ
ん
な
ふ
う
に
言
っ
て
く
れ
た
け
れ
ど
、ほ
ん
と
う
に
茂
三
は
怒
っ
て
い

な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
す
ご
く
あ
き
れ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
。
謝

ろ
う
に
も
、
こ
の
距
離
で
は
ど
ん
な
ふ
う
に
切
り
出
せ
ば
い
い
か
わ
か
ら
な
い
。

布
巾
で
く
る
ま
れ
た
お
に
ぎ
り
を
そ
っ
と
抱
え
、立
ち
尽
く
し
た
ま
ま
た
め
ら
っ
て

い
る
と
、
茂
三
が
立
ち
あ
が
り
、
痛
む
腰
を
伸
ば
し
た
拍
子
に
こ
ち
ら
に
気
づ
い
た
。

「
お
ー
う
、
雪
乃
。
や
ー
っ
と
来
た
だ
か
い
、
寝
ぼ
す
け
め
。」

笑
顔
と
と
も
に
掛
け
ら
れ
た
、か
ら
か
う
よ
う
な
そ
の
ひ
と
言
で
、
胸
の
つ
か
え
が

す
う
っ
と
楽
に
な
っ
て
ゆ
く
。
手
招
き
さ
れ
、
雪
乃
は
そ
ば
へ
行
っ
た
。

「
ご
め
ん
な
さ
い
、
シ
ゲ
爺
。」

「
な
ん
で
謝
る
だ
。」

ロ
ゴ
の
入
っ
た
帽
子
の
ひ
さ
し
の
下
で
、
皺し

わ

ば
ん
だ
目
が
面
白
そ
う
に
光
る
。

「
だ
っ
て
あ
た
し
、
あ
ん
な
え
ら
そ
う
な
こ
と
言
っ
と
い
て
…
…
。」

「
そ
ん
で
も
、
こ
や
っ
て
手
伝
い
に
来
て
く
れ
た
だ
に
。」

「
そ
れ
は
、
そ
う
だ
け
ど
…
…
。」

「
婆ば

あ

や
ん
に
起
こ
さ
れ
た
だ
か
？
」

「
う
う
ん
。
知
ら
な
い
間
に
目
覚
ま
し
を
止
め
ち
ゃ
っ
た
み
た
い
で
寝
坊
し
た
け
ど
、

な
ん
と
か
自
分
で
起
き
た
よ
。」

起
き
た
と
た
ん
に
〈
げ
ぇ
っ
〉
て
叫
ん
じ
ゃ
っ
た
、
と
話
す
と
、
茂
三
は
お
か
し
そ

う
に
笑
っ
た
。

⑶
⑷
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3

「
い
や
い
や
、
そ
れ
で
も
て
ぇ
し
た
も
ん
だ
わ
い
。
い
っ
つ
も
、
婆
や
ん
が
ぶ
つ
く
さ

言
っ
て
る
だ
に
。『
雪
ち
ゃ
ん
は
、
起
こ
し
て
も
起
こ
し
て
も
起
き
ち
ゃ
こ
ね
え
で
お

え
ね
え
わ
い
』
つ
っ
て
。
そ
れ
が
、
い
っ
ペ
ん
目
覚
ま
し
時
計
止
め
て
、
そ
ん
で
も
な

お
自
分
で
起
き
た
っ
ち
ゅ
う
な
ら
、
そ
り
ゃ
あ
な
お
さ
ら
て
ぇ
し
た
こ
と
だ
で
ほ
ー
。」

「
…
…
シ
ゲ
爺
、
怒
っ
て
な
い
の
？
」

「
だ
れ
ぇ
、
な
ー
ん
で
怒
る
ぅ
。
起
き
よ
う
と
自
分
で
決
め
て
、
い
つ
も
よ
り
か
は
早

く
起
き
た
だ
も
の
、
堂
々
と
胸
張
っ
て
り
ゃ
い
い
だ
わ
い
。」

雪
乃
は
、
頷う
な
ずい

た
。
目
標
を
半
分
し
か
達
成
で
き
な
か
っ
た
の
に
、
半
分
は
達
成

で
き
た
、
と
言
っ
て
く
れ
る
曾
祖
父
の
こ
と
を
、
改
め
て
大
好
き
だ
と
思
っ
た
。

「
よ
し
、
そ
ん
な
ら
手
伝
っ
て
く
れ
。
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
芽め

搔か

き
だ
。
あ
あ
、
い
や
そ
の

前
に
、
ま
ず
は
そ
れ
を
食
っ
ち
ま
え
。
ゆ
っ
く
り
嚙か

ん
で
な
。」

雪
乃
が
手
に
し
て
い
る
布
包
み
の
中
身
が
お
に
ぎ
り
だ
と
、一
目
で
わ
か
っ
た
ら
し

い
。
畑
の
端
に
座
っ
て
タ
ラ
コ
と
梅
干
し
の
お
に
ぎ
り
を
食
べ
な
が
ら
、
茂
三
の
手
も

と
を
見
守
る
。
去
年
の
十
一
月
、
骨
に
ひ
び
が
入
っ
た
手
首
は
だ
い
ぶ
良
く
な
っ
た
よ

う
だ
が
、
無
理
な
力
が
か
か
る
と
や
は
り
痛
む
ら
し
い
。

ひ
と
月
ほ
ど
前
、
航こ
う

介す
け

と
と
も
に
雪
乃
も
植
え
付
け
に
参
加
し
た
。半
分
に
し
た
イ

モ
の
切
り
口
に
草
木
灰
を
つ
け
て
乾
か
し
、
断
面
を
下
に
、
芽
を
上
に
し
て
植
え
て
ゆ

く
の
だ
。
父
親
は
別
の
や
り
方
も
試
し
て
み
る
と
言
っ
て
、
畑
の
奥
半
分
は
断
面
の
ほ

う
を
上
に
し
て
植
え
て
い
た
。
昔
か
ら
あ
っ
た
方
法
ら
し
い
が
、
最
近
の
研
究
で
は
、

こ
の
ほ
う
が
収
穫
は
遅
く
な
る
け
れ
ど
も
病
気
に
か
か
り
に
く
い
と
い
う
結
果
が
出

た
の
だ
そ
う
だ
。

お
父
さ
ん
も
い
ろ
い
ろ
勉
強
し
て
る
ん
だ
な
、
と
思
っ
て
み
る
。
自
分
に
と
っ
て

新
し
い
こ
と
を
始
め
る
時
は
、
茂
三
の
よ
う
な
大
先
輩
の
培つ
ち
かっ
て
き
た
知
恵
を
素
直

＊

⑸

に
受う

け
容い

れ
る
こ
と
も
大
切
だ
し
、
ま
た
一
方
で
、
す
べ
て
を
鵜う

呑の

み
に
す
る
の
で

は
な
く
、
一
旦
は
疑
っ
て
み
る
こ
と
も
必
要
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

よ
く
嚙
ん
で
、
け
れ
ど
で
き
る
だ
け
急
い
で
食
べ
終
え
て
、
雪
乃
は
茂
三
の
そ
ば
へ

行
っ
た
。
一
緒
に
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
畝
の
間
に
か
が
み
込
む
。

（
村
山
由
佳
「
雪
の
な
ま
え
」
に
よ
る
）

〔
注
〕	

ま
っ
と
―
―
も
っ
と
。

	

ヤ
ッ
ケ
―
―
フ
ー
ド
の
付
い
た
、
防
風
・
防
水
・
防
寒
用
の
上
着
。

	

芽め

搔か

き
―
―
果
樹
、野
菜
等
の
発
育
を
調
整
す
る
た
め
に
、不
要
な
芽
を
、長	

	
	

く
伸
び
な
い
う
ち
に
指
で
取
る
こ
と
。

〔
問
1
〕　「
…
…
え
？
」と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
雪
乃
の
気
持
ち
に
最
も
近
い
の
は
、

次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア
　
ヨ
シ
江
が
ど
の
よ
う
に
し
て
、
温
厚
な
茂
三
に
自
分
の
こ
と
を
放
っ
て
お
け
と

言
わ
せ
た
の
か
、
ヨ
シ
江
か
ら
聞
い
て
み
た
い
と
思
う
気
持
ち
。

イ
　
起
こ
し
て
く
れ
る
と
約
束
し
て
い
た
茂
三
が
、
自
分
を
置
い
た
ま
ま
畑
に
行
っ

た
こ
と
が
信
じ
ら
れ
ず
、
ヨ
シ
江
の
言
葉
を
疑
う
気
持
ち
。

ウ
　
茂
三
と
ヨ
シ
江
が
、
苦
笑
し
な
が
ら
自
分
を
起
こ
さ
ず
に
置
い
て
い
こ
う
と
す

る
様
子
を
想
像
し
、
悔
し
さ
が
込
み
上
げ
る
気
持
ち
。

エ
　
一
緒
に
畑
へ
行
き
た
い
と
伝
え
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
茂
三
が
自
分
を	

放
っ
て
お
く
よ
う
に
言
っ
た
と
聞
き
、
戸
惑
う
気
持
ち
。

⑴
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〔
問
2
〕

　無
言
で
洗
面
所
へ
走
る
と
、
超
特
急
で
顔
を
洗
い
、
歯
を
磨
き
、
部
屋
へ 

戻
っ
て
シ
ャ
ツ
と
ジ
ー
ン
ズ
に
着
替
え
た
。
と
あ
る
が
、こ
の
表
現
に
つ
い
て

述
べ
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア

　早
く
出
か
け
た
い
と
い
う
あ
せ
り
か
ら
不
安
へ
と
気
持
ち
が
変
化
す
る
様
子
を
、

丁
寧
に
描
写
す
る
こ
と
で
、
説
明
的
に
表
現
し
て
い
る
。

イ

　自
分
の
甘
え
に
気
づ
き
急
い
で
身
支
度
す
る
様
子
を
、
場
面
の
描
写
を
短
く
区

切
り
な
が
ら
展
開
す
る
こ
と
で
、
印
象
的
に
表
現
し
て
い
る
。

ウ

　遅
れ
を
取
り
戻
し
た
く
て
速
や
か
に
動
く
様
子
を
、
同
じ
語
句
の
繰
り
返
し
と

た
と
え
を
用
い
る
こ
と
で
、
躍
動
的
に
表
現
し
て
い
る
。

エ

　情
け
な
い
思
い
で
押
し
黙
っ
て
出
か
け
る
準
備
を
す
る
心
情
や
様
子
を
、
細
部

ま
で
詳
し
く
描
く
こ
と
で
、
写
実
的
に
表
現
し
て
い
る
。

〔
問
3
〕
　張
り
あ
げ
か
け
た
声
を
飲
み
こ
む
。と
あ
る
が
、こ
の
と
き
の
雪
乃
の
気
持

ち
に
最
も
近
い
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア

　畑
ま
で
急
い
で
走
っ
て
き
た
た
め
、
思
っ
て
い
た
以
上
に
早
く
着
き
、
茂
三
を

驚
か
せ
よ
う
と
し
て
声
の
か
け
方
を
決
め
か
ね
て
い
る
気
持
ち
。

イ

　畑
で
農
作
業
を
し
て
い
る
茂
三
の
そ
ば
に
駆
け
寄
り
、
話
し
か
け
よ
う
と
し
た

が
、
な
か
な
か
気
づ
い
て
も
ら
え
ず
困
惑
す
る
気
持
ち
。

ウ

　茂
三
が
、
自
分
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
思
い
を
抱
い
て
い
る
か
つ
か
み
き
れ

ず
、
声
を
か
け
る
こ
と
を
た
め
ら
う
気
持
ち
。

エ

　茂
三
が
快
く
許
し
て
く
れ
な
い
と
思
う
と
、
自
分
か
ら
声
を
か
け
づ
ら
く
、
気

づ
く
ま
で
待
つ
こ
と
で
し
か
誠
意
を
示
せ
な
い
と
思
う
気
持
ち
。

⑵⑶

〔
問
4
〕

　「お
ー
う
、
雪
乃
。
や
ー
っ
と
来
た
だ
か
い
、
寝
ぼ
す
け
め
。」
と
あ
る
が
、

こ
の
表
現
か
ら
読
み
取
れ
る
茂
三
の
様
子
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、次
の
う

ち
で
は
ど
れ
か
。

ア

　き
っ
と
来
る
だ
ろ
う
と
思
い
な
が
ら
待
っ
て
い
た
雪
乃
の
姿
を
見
付
け
、
ち
ゃ

か
す
よ
う
な
口
調
で
、
う
れ
し
そ
う
に
迎
え
入
れ
よ
う
と
す
る
様
子
。

イ

　雪
乃
が
来
た
こ
と
を
喜
び
な
が
ら
も
、
普
段
か
ら
早
起
き
が
苦
手
な
ひ
孫
を
も

て
余
し
て
い
る
た
め
、
で
き
る
だ
け
反
省
を
促
そ
う
と
す
る
様
子
。

ウ

　身
支
度
が
遅
い
た
め
に
待
た
ず
に
置
い
て
き
た
こ
と
を
気
に
し
て
い
た
が
、
雪

乃
が
来
た
こ
と
を
喜
ん
で
、
照
れ
隠
し
で
か
ら
か
っ
て
い
る
様
子
。

エ

　遅
れ
て
畑
に
来
た
雪
乃
に
対
し
て
、
昨
日
の
心
無
い
発
言
は
大
目
に
見
て
、
子

供
ら
し
い
こ
と
だ
と
理
解
し
て
温
か
く
接
し
よ
う
と
す
る
様
子
。

〔
問
5
〕
　お
父
さ
ん
も
い
ろ
い
ろ
勉
強
し
て
る
ん
だ
な
、と
思
っ
て
み
る
。と
あ
る
が
、

雪
乃
が
「
お
父
さ
ん
も
い
ろ
い
ろ
勉
強
し
て
る
ん
だ
な
、
と
思
っ
て
み
」
た
わ

け
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア

　今
朝
寝
過
ご
し
た
こ
と
を
思
い
返
し
、
曾
祖
父
母
に
起
こ
さ
れ
た
自
分
を
ふ
が

い
な
く
思
い
、
自
立
し
て
い
る
父
に
学
び
た
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
。

イ

　け
が
が
治
っ
て
精
力
的
に
働
く
茂
三
の
様
子
を
眺
め
な
が
ら
、
父
の
取
り
組
み

を
振
り
返
り
、
父
が
茂
三
を
尊
敬
す
る
理
由
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
。

ウ

　農
業
に
興
味
を
も
ち
始
め
た
自
分
が
、
父
と
茂
三
の
行
動
を
思
い
返
し
、
経
験

に
基
づ
く
茂
三
よ
り
も
研
究
熱
心
な
父
を
手
本
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
。

エ

　茂
三
が
用
い
た
方
法
に
と
ら
わ
れ
な
い
父
の
農
作
業
の
工
夫
を
思
い
返
し
、
新

た
な
視
点
で
、
大
人
た
ち
の
姿
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
。

⑷⑸
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。（
＊
印
の
付
い
て
い
る
言
葉
に

は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

人
間
以
外
の
動
物
の
行
動
を
観
察
す
る
と
、
原
始
的
な
レ
ベ
ル
で
は
あ
る
が
、
知

能
的
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
行
為
を
行
っ
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
場
面
に
遭

遇
す
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
多
く
の
動
物
が
見
せ
る
か
な
り
複
雑
な
振ふ

る

舞ま

い
を
説
明

で
き
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
例
え
ば
タ
イ
に
生
息
す
る
カ
ニ
ク
イ
ザ
ル
は
、

石
を
道
具
に
使
っ
て
カ
ニ
や
植
物
の
実
の
堅
い
殻
を
割
っ
て
果
肉
を
取
り
出
す
。
対

象
ご
と
に
石
を
変
え
る
。
鳥
で
さ
え
、
厚
手
の
木
の
葉
を
む
し
っ
て
細
長
い
ヘ
ラ
状

の
も
の
を
つ
く
り
、
そ
れ
を
道
具
と
し
て
用
い
て
、
木
の
穴
の
中
の
虫
を
つ
り
出
し

て
餌
と
す
る
も
の
が
い
る
。
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
も
の
で
な
く
て
も
、
多
く
の
動
物

の
行
動
は
で
た
ら
め
な
も
の
で
は
な
く
、
一
定
の
目
的
、
例
え
ば
餌
を
獲
る
と
い
う

目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
一
連
の
秩
序
だ
っ
た
必
然
的
な
行
動
を
取
っ
て
い
る
。

中
に
は
行
動
パ
タ
ー
ン
と
し
て
見
た
場
合
、
人
間
の
子
供
よ
り
複
雑
な
も
の
も
あ
る
。

人
間
や
動
物
と
い
う
先
入
観
を
離
れ
て
、
純
粋
に
行
為
の
知
能
性
と
い
う
点
で
見
れ 

ば
、
知
能
の
違
い
は
計
画
的
な
行
動
の
複
雑
さ
の
違
い
に
現
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

人
間
と
動
物
の
間
で
本
質
の
部
分
に
大
き
な
差
は
な
い
と
言
え
る
。（
第
一
段
）

動
物
の
例
を
持
ち
出
し
た
の
は
、
原
始
的
人
間
と
動
物
の
間
に
大
き
な
違
い
が
な

い
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
言
語
以
前
の
原
始
的
人
間
の
振
舞
い
を

直
接
観
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
動
物
は
現
代
で
も
観
察
が
で
き
る
し
、
人
間

に
比
べ
て
動
作
パ
タ
ー
ン
が
少
な
く
、
か
つ
固
定
的
な
の
で
、
知
能
的
な
行
為
の
観

察
が
し
や
す
い
か
ら
で
も
あ
る
。
動
物
の
行
動
目
的
の
大
部
分
は
餌
を
獲
る
こ
と
と

子
孫
を
残
す
た
め
に
異
性
と
交
配
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め

に
、
多
く
の
動
物
が
、
走
る
、
跳
ぶ
、
伏
せ
る
、
飛
ぶ
、
と
い
っ
た
生
物
的
機
能
と

し
て
自
然
に
備
わ
っ
た
単
純
な
行
為
を
組
み
合
わ
せ
て
複
合
的
な
行
動
を
行
っ
て
い

4⑴

る
。
で
た
ら
め
に
基
本
的
な
機
能
を
組
み
合
わ
せ
た
の
で
は
目
的
を
達
す
る
よ
う
な

動
き
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
事
前
に
行
動
の
計
画
を
立
て
て
い
る
に
違
い

な
い
。
こ
れ
が
行
為
の
知
能
性
で
あ
る
。（
第
二
段
）

し
か
し
動
物
の
行
為
を
「
考
え
る
行
為
」
と
言
い
切
っ
て
し
ま
う
に
は
、
ど
こ
か

違
和
感
の
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
動
物
で
は
目
的
が
限
定
的
で
、
方
法
が
固
定

さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
動
パ
タ
ー
ン
も
種
ご
と
に
ほ
ぼ
固
定
さ
れ
て
い
る
。

動
作
が
複
雑
で
、
知
能
的
に
見
え
て
い
て
も
、
そ
れ
は
個
々
の
個
体
が
考
え
て
つ
く

り
上
げ
る
も
の
で
は
な
く
、
種
と
し
て
の
経
験
か
ら
、
何
代
に
も
わ
た
っ
て
つ
く
り

上
げ
ら
れ
た
も
の
を
踏
襲
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。し
た
が
っ
て
動
物
の
行
動
パ
タ
ー

ン
は
親
の
代
、さ
ら
に
は
遠
く
さ
か
の
ぼ
っ
て
先
祖
の
代
の
も
の
か
ら
大
き
く
変
わ
っ
て

い
な
い
。こ
れ
に
対
し
人
間
の
場
合
は
目
的
が
多
様
で
あ
り
、
個
人
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分

の
目
的
を
持
つ
。
そ
の
た
め
の
目
的
達
成
の
方
法
を
個
人
が
状
況
に
応
じ
て
動
的
に

見
い
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
「
目
的
と
そ
の
達
成
の
方
法
を
動
的
に
見
い

だ
す
」
こ
と
こ
そ
が
考
え
る
こ
と
の
本
質
と
解
釈
す
る
と
、「
考
え
る
」
の
は
あ
く
ま

で
人
間
の
み
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
動
物
に
お
け
る
一
見
知
的
な
行
為
は
、
そ
の
動

物
が
個
体
と
し
て
「
考
え
る
」
の
で
は
な
く
、
種
と
し
て
先
祖
か
ら
受
け
継
い
だ
も

の
で
あ
り
、
通
常
、「
本
能
的
」、
と
表
現
さ
れ
る
。（
第
三
段
）

動
的
に
考
え
る
か
ど
う
か
は
、概
念
の
表
現
と
記
憶
の
方
式
に
関
連
す
る
。す
な
わ

ち
こ
の
差
は
、現
代
の
人
間
は
概
念
の
表
現
と
記
憶
を
言
語
と
い
う
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
で

行
う
の
に
対
し
、動
物
は
生
理
的
構
造
と
い
う
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
で
そ
れ
を
行
っ
て
い
る
、

と
い
う
機
構
的
な
違
い
に
よ
る
。「
既
存
概
念
に
よ
る
考
え
方
」
の
原
点
が
生
理
的
構

造
に
あ
り
、
言
葉
は
そ
の
生
理
的
構
造
の
コ
ピ
ー
と
考
え
る
と
、そ
し
て
多
く
の
人
間

が
「
既
存
概
念
に
よ
る
考
え
方
」
に
よ
っ
て
い
る
事
実
を
考
え
る
な
ら
、
人
間
の
「
考

え
方
」
の
基
本
部
分
の
本
質
は
動
物
の
「
本
能
的
な
行
為
」
と
実
質
的
に
大
き
な
差
が

な
い
よ
う
に
見
え
る
。（
第
四
段
）
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こ
れ
に
対
し
「
脱
既
存
概
念
の
考
え
方
」
の
ほ
う
は
動
物
的
な
「
本
能
的
な
行
為
」

と
は
異
質
で
あ
る
。
新
し
く
発
想
す
る
と
い
う
「
脱
既
存
概
念
の
考
え
方
」
は
、
こ

の
点
で
、
多
く
の
人
が
そ
れ
で
満
足
し
て
し
ま
っ
て
い
る
「
既
存
概
念
に
よ
る
考
え

方
」
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。「
脱
既
存
概
念
の
考
え
方
」
こ
そ
が
、
人
間
で
な
け

れ
ば
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
社
会
的
に
も
大
き
な
変
革
が
期
待
さ
れ
る
の
は
こ
の

「
脱
既
存
概
念
の
考
え
方
」
で
あ
る
。
人
に
は
、
目
に
見
え
て
い
な
い
こ
と
を
イ
メ
ー

ジ
す
る
能
力
が
あ
る
の
に
、チ
ン
パ
ン
ジ
ー
で
は
そ
れ
が
で
き
な
い
と
報
告
さ
れ
て
い

る
が
、こ
の
違
い
が「
脱
既
存
概
念
の
考
え
方
」に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
か
、

あ
る
い
は
こ
れ
も
、概
念
の
表
現
と
記
憶
を
言
語
と
い
う
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
で
行
っ
て
い

る
た
め
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
今
の
と
こ
ろ
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
し
か
し
「
考
え

方
」
も
、
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
、
で
あ
る
よ
り
は
、「
考
え
方
」
の
知
的
進

化
の
必
然
的
結
果
で
あ
る
、
と
す
る
の
が
よ
り
科
学
的
な
立
場
で
あ
る
。
人
間
の
場

合
、
言
語
の
発
達
に
よ
っ
て
、「
考
え
方
」
も
進
化
し
た
結
果
、
表
面
的
に
は
動
物
と

の
違
い
が
大
き
く
な
り
、
デ
カ
ル
ト
的
な
見
方
が
表
れ
た
と
解
釈
で
き
る
。
以
下
で

は
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。（
第
五
段
）

何
に
つ
け
、
議
論
し
よ
う
と
し
た
ら
、
ま
ず
そ
の
議
論
の
対
象
は
ど
の
よ
う
な
も

の
か
を
定
義
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
考
え
る
」
こ
と
に
つ
い
て
も
同
様
で

あ
る
。（
第
六
段
）

「
考
え
る
」
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
。
何
か
の
き
っ
か
け
で
ふ
と
思
い
出
し

た
過
去
の
一
場
面
、
ま
だ
若
か
っ
た
両
親
に
連
れ
ら
れ
て
行
っ
た
遊
園
地
の
情
景
、

そ
れ
か
ら
連
鎖
的
に
次
々
と
心
に
浮
か
ん
で
く
る
追
憶
の
場
面
も
「
考
え
る
」
こ
と

の
一
種
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
誰
に
と
っ
て
も
楽
し
く
、
何
ら
技
巧
を
必

要
と
し
な
い
し
、
目
的
も
な
い
「
考
え
る
」
は
、
自
然
の
ま
ま
に
任
せ
る
の
が
よ
い

⑵

＊

だ
ろ
う
。
以
下
で
取
り
上
げ
る
の
は
、「
考
え
方
」
と
い
う
一
種
の
技
術
あ
る
い
は
方

法
を
要
す
る
も
の
、
で
あ
る
。
こ
れ
を
、「
目
的
達
成
の
方
法
を
動
的
に
見
い
だ
す
」

こ
と
で
あ
る
と
し
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
目
的
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
き
に
そ
の
実
現

方
法
を
考
え
る
と
い
う
、「
考
え
る
」こ
と
の
一
つ
の
例
で
あ
る
。一
般
に
は
こ
の
形
の「
考

え
る
」
行
為
が
多
い
が
、と
き
に
は
、「
何
を
す
べ
き
か
」、と
い
う
目
的
そ
の
も
の
に
つ

い
て
考
え
る
こ
と
も
あ
る
。学
生
が
将
来
の
進
路
を
考
え
る
、政
治
家
が
国
の
繁
栄
の
た

め
に
何
を
為な

す
べ
き
か
を
考
え
る
、
な
ど
、
こ
の
よ
う
な
例
も
多
い
。（
第
七
段
）

こ
れ
ら
は
、た
と
え
漠
然
と
し
た
も
の
で
は
あ
っ
て
も
何
か
目
的
意
識
の
も
と
で
の

「
考
え
方
」で
あ
る
が
、
人
間
と
し
て
、
あ
る
い
は
社
会
人
と
し
て
ど
の
よ
う
に
考
え
、

ど
の
よ
う
に
生
き
る
べ
き
で
あ
る
か
、
と
い
っ
た
、
さ
ら
に
抽
象
的
で
高
度
な
「
考
え

方
」
も
あ
る
。
後
者
は
「「
考
え
方
」
に
つ
い
て
の
「
考
え
方
」」
と
い
っ
た
意
味
合
い

の
も
の
を
含
み
、
知
的
機
能
の
レ
ベ
ル
で
言
え
ば
、
具
体
的
な
目
的
を
持
つ
行
為
、
言

い
方
を
変
え
れ
ば
即
物
的
な
「
考
え
方
」
よ
り
上
位
の
も
の
で
あ
る
。
突
然
、「
知
的

機
能
の
レ
ベ
ル
」な
ど
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
が
、目も

っ

下か

の
議
論
に
は
直
接
関
わ
り
が
な
い

の
で
、
具
体
的
な
目
的
意
識
の
も
と
で
の
「
考
え
方
」
に
つ
い
て
考
え
る
。（
第
八
段
）

目
的
は
、
例
え
ば
「
行
動
計
画
を
立
て
る
」
や
「（
新
製
品
開
発
に
お
い
て
）
高
性

能
を
達
成
す
る
」、「
新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
つ
く
る
」な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、

「
考
え
る
」
対
象
や
状
況
の
違
い
に
よ
っ
て
「
考
え
る
」
内
容
は
異
な
る
け
れ
ど
、
ど

の
場
合
で
も
共
通
し
て
い
る
の
は
、「
考
え
る
」
行
為
に
は
必
ず
何
ら
か
の
動
機
と
目

的
や
方
法
な
ど
そ
の
前
提
条
件
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
考
え
る
」
こ
と
の
一

般
的
な
条
件
で
あ
り
、「
既
存
概
念
に
よ
る
考
え
方
」で
も
「
脱
既
存
概
念
の
考
え
方
」

に
も
共
通
で
あ
る
。
以
下
「
考
え
方
」
に
つ
い
て
の
議
論
で
は
、
目
的
が
明
確
に
意
識

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
明
確
に
、
と
は
明
文
化
さ
れ
る
ほ
ど
に
、
と
い
う

意
味
で
あ
る
。
以
下
で
は
こ
れ
を
「
考
え
る
目
的
」
の
よ
う
に
表
す
。（
第
九
段
）
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す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
現
実
に
は
多
く
の
人
は
無
意
識
に
「
考
え
る
」
と
い
う

行
為
を
行
っ
て
い
る
。「
考
え
を
変
え
ろ
」
と
言
わ
れ
て
も
、
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
よ

い
か
わ
か
ら
な
い
の
も
そ
の
た
め
と
言
え
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
人
は
で
た
ら
め
に

頭
を
働
か
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
定
の
手
順
を
踏
ん
で
考
え
て
い
る
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。
こ
の
「
考
え
る
」
と
い
う
行
為
を
明
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
異
な

る
「
考
え
方
」
と
比
較
し
た
り
、（
も
し
で
き
る
な
ら
）理
想
的
な「
考
え
方
」を
表
現

す
る
こ
と
、
ま
た
理
想
的
な
「
考
え
方
」
に
比
べ
て
実
際
に
人
が
行
っ
て
い
る
の
は
そ

の
一
部
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
足
り
な
い
部
分
は
何
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
れ
に
は
ま
ず
、
動
機
と
な
っ
て
い
る「
考
え
る
」目
的
を
達
成
す
る
よ
う

に
行
わ
れ
る
行
為
の
モ
デ
ル
を
つ
く
り
、
そ
の
構
造
を
表
現
す
る
。
現
実
に
は
、
多

く
の
場
合
、
人
は
無
意
識
に
考
え
て
い
る
。
仮
に
意
識
し
て
い
た
と
し
て
も
「
考
え

る
」
目
的
や
、
考
え
る
途
中
で
得
た
概
念
を
そ
の
つ
ど
言
葉
に
出
す
こ
と
は
し
な
い
。

し
か
し
そ
れ
を
明
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
気
付
か
な
か
っ
た
誤
り
や
考
え
落
ち
を

見
い
だ
し
、「
考
え
る
」こ
と
を
変
え
る
根
拠
が
見
え
て
く
る
。
ま
た
明
示
す
る
こ
と

に
よ
っ
て「
考
え
る
」こ
と
の
モ
デ
ル
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
さ
れ
る
。
人
工
知
能
と
い

う
研
究
分
野
が
こ
の
よ
う
に
し
て
発
展
し
て
き
た
。（
第
十
段
）

し
か
し「
考
え
る
」こ
と
の
す
べ
て
を
明
示
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
大
ざ
っ
ぱ
な

言
い
方
に
な
る
が
、「
既
存
概
念
に
よ
る
考
え
方
」は
明
文
化
の
で
き
る
部
分
、
し
た

が
っ
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
が
で
き
る
部
分
が
多
く
、「
脱
既
存
概
念
の
考
え
方
」は
明

文
化
が
で
き
な
い
部
分
、
し
た
が
っ
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
が
で
き
な
い
部
分
を
含
ん

で
い
る
、
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。（
第
十
一
段
）

（
大
須
賀
節
雄
「
思
考
を
科
学
す
る
」
に
よ
る
）

〔
注
〕	

デ
カ
ル
ト
的
な
見
方
―
―
デ
カ
ル
ト
は
西
洋
の
哲
学
者
で
あ
り
、デ
カ
ル
ト	

	
	

的
な
見
方
と
は
、こ
こ
で
は
理
性
の
あ
る
人
間
と
他

	
	

の
動
物
を
区
別
す
る
見
方
で
あ
る
。

⑶

〔
問
1
〕　
人
間
や
動
物
と
い
う
先
入
観
を
離
れ
て
、
純
粋
に
行
為
の
知
能
性
と
い
う

点
で
見
れ
ば
、
知
能
の
違
い
は
計
画
的
な
行
動
の
複
雑
さ
の
違
い
に
現
れ
る

も
の
で
あ
っ
て
、
人
間
と
動
物
の
間
で
本
質
の
部
分
に
大
き
な
差
は
な
い
と

言
え
る
。
と
あ
る
が
、
筆
者
が
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
の
は
な
ぜ
か
。
次
の
う

ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア
　
多
く
の
動
物
は
複
雑
に
統
制
さ
れ
た
行
動
を
し
て
お
り
、
人
間
が
社
会
の
中
で

規
律
正
し
く
行
動
す
る
こ
と
と
同
じ
程
度
の
社
会
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
。

イ
　
動
物
の
行
動
に
は
定
め
ら
れ
た
目
的
達
成
の
方
法
が
あ
り
、
状
況
に
応
じ
て
最

適
な
方
法
で
目
的
を
達
成
す
る
人
間
と
質
的
な
差
は
な
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
。

ウ
　
多
く
の
動
物
の
複
雑
な
振
舞
い
は
目
的
達
成
に
向
け
た
適
切
な
行
動
で
あ
り
、

人
間
の
本
能
的
な
段
階
の
行
動
と
根
本
的
な
違
い
は
な
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
。

エ
　
動
物
は
状
況
の
変
化
に
応
じ
て
行
動
の
目
的
を
設
定
し
て
お
り
、
人
間
の
子
供

と
比
較
し
て
も
環
境
に
適
応
す
る
能
力
に
大
き
な
差
は
な
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
。

〔
問
2
〕　
こ
れ
に
対
し
「
脱
既
存
概
念
の
考
え
方
」
の
ほ
う
は
動
物
的
な
「
本
能
的
な

行
為
」
と
は
異
質
で
あ
る
。
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。次
の
う
ち
か
ら
最
も
適

切
な
も
の
を
選
べ
。

ア
　
概
念
の
表
現
と
記
憶
の
方
式
は
人
間
も
動
物
も
同
様
の
構
造
を
し
て
い
る
が
、新

し
い
発
想
を
生
み
出
す
革
新
的
な
知
性
は
人
間
し
か
も
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
。

イ
　
言
葉
に
依
存
す
る
人
間
の
思
考
と
身
体
構
造
に
制
限
さ
れ
る
動
物
の
行
動
は
ど

ち
ら
も
本
能
的
だ
が
、
経
験
に
基
づ
く
人
間
の
行
動
は
異
質
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

ウ
　
先
祖
代
々
変
わ
ら
な
い
種
の
性
質
を
踏
襲
す
る
点
は
人
間
も
動
物
も
類
似
し
て

い
る
が
、
目
的
と
行
為
が
固
定
さ
れ
て
い
る
の
は
人
間
だ
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

エ
　
人
間
も
動
物
も
代
々
受
け
継
ぐ
行
為
の
形
式
が
あ
る
こ
と
は
あ
ま
り
違
わ
な
い

が
、創
造
的
な
思
考
は
種
と
し
て
受
け
継
ぐ
行
為
と
は
質
的
に
異
な
る
と
い
う
こ
と
。

⑴⑵
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〔
問
3
〕

　こ
の
文
章
の
構
成
に
お
け
る
第
九
段
の
役
割
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も

適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア

　第
八
段
で
規
定
さ
れ
た
「
考
え
方
」
を
受
け
て
、「
考
え
る
」
行
為
の
目
的
と

は
何
か
を
示
し
、
筆
者
の
主
張
の
前
提
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

イ

　第
八
段
で
整
理
さ
れ
た
「
考
え
方
」
を
受
け
て
、「
考
え
る
」
こ
と
に
関
す
る

新
た
な
視
点
と
反
対
の
内
容
を
提
示
す
る
こ
と
で
話
題
の
転
換
を
図
っ
て
い
る
。

ウ

　第
八
段
で
挙
げ
た
「
考
え
方
」
の
具
体
的
事
例
を
踏
ま
え
、「
考
え
る
」
内
容

を
要
約
し
、
筆
者
の
論
の
展
開
を
分
か
り
や
す
く
し
て
い
る
。

エ

　第
八
段
で
解
説
し
た
「
考
え
方
」
の
種
類
を
踏
ま
え
、「
考
え
る
」
対
象
や
状

況
を
挙
げ
て
、
一
つ
一
つ
を
説
明
し
結
論
に
導
い
て
い
る
。

〔
問
4
〕
　し
か
し
そ
れ
を
明
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、気
付
か
な
か
っ
た
誤
り
や
考
え

落
ち
を
見
い
だ
し
、「
考
え
る
」こ
と
を
変
え
る
根
拠
が
見
え
て
く
る
。
と
は
ど

う
い
う
こ
と
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア

　一
定
の
手
順
を
踏
ん
で
「
考
え
る
」
過
程
を
可
視
化
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
考

え
を
再
認
識
し
、
目
的
に
つ
な
が
る
動
機
が
見
い
だ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
。

イ

　「考
え
る
」
目
的
や
過
程
で
得
た
概
念
を
言
語
化
す
る
こ
と
で
、
論
理
の
不
備

や
不
足
を
明
ら
か
に
し
、
思
考
を
見
直
す
手
掛
か
り
が
見
え
て
く
る
と
い
う
こ
と
。

ウ

　「考
え
る
」
途
中
の
要
素
か
ら
得
た
概
念
を
明
文
化
す
る
こ
と
で
、
思
考
が
明

確
に
整
理
さ
れ
る
た
め
、
無
意
識
に
考
え
る
必
要
が
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
。

エ

　人
間
の
脳
内
で
行
わ
れ
る
「
考
え
る
」
手
順
を
電
子
化
す
る
こ
と
で
、
異
な
る

考
え
を
検
索
し
、
理
想
的
な
考
え
を
永
続
的
に
保
存
で
き
る
と
い
う
こ
と
。

⑶

〔
問
5
〕

　国
語
の
授
業
で
こ
の
文
章
を
読
ん
だ
後
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
で
き
な
い

人
間
の
考
え
方
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
自
分
の
意
見
を
発
表
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
の
と
き
に
あ
な
た
が
話
す
言
葉
を
具
体
的
な
体
験
や
見
聞
も
含
め
て

二
百
字
以
内
で
書
け
。
な
お
、
書
き
出
し
や
改
行
の
際
の
空
欄
、
や

や

な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
字
数
に
数
え
よ
。

次
の
ペ
ー
ジ
の
Ａ
は
、
平
安
時
代
末
期
の
歌
人
西さ

い

行ぎ
ょ
うの
歌
集
「
山
家
集
」
の
和
歌

と
そ
の
前
に
付
さ
れ
和
歌
を
補
足
す
る
詞こ
と
ば

書が
き
の
原
文
で
あ
り
、

内
の
文
章

は
そ
の
現
代
語
訳
で
あ
る
。
Ｂ
及
び
Ｃ
は
西
行
と
平
安
時
代
初
期
の
歌
人
在あ
り

原わ
ら
の

業な
り

平ひ
ら

の
詞
書
に
関
す
る
対
談
と
解
説
文
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の

各
問
に
答
え
よ
。（
＊
印
の
付
い
て
い
る
言
葉
に
は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が

あ
る
。）

5
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一い
ち
の
院ゐ

ん

か
く
れ
さ
せ
お
は
し
ま
し
て
、や
が
て
の
御
所
へ
わ
た
り
ま
ゐ
ら
せ
け
る
夜
、

高か
う

野や

よ
り
出い

で
あ
ひ
て
、
ま
ゐ
り
あ
ひ
た
り
け
る
、
い
と
悲
し
か
り
け
り
。
こ
の
の
ち

お
は
し
ま
す
べ
き
所
御
覧
じ
は
じ
め
け
る
そ
の
か
み
の
御お

ん

供と
も

に
、
左
大
臣
実さ

ね

能よ
し

、
大だ

い

納な

言ご
ん

と
申
し
け
る
、
候さ

ぶ
らは

れ
け
り
。
忍
ば
せ
お
は
し
ま
す
こ
と
に
て
、
又
人
さ
ぶ
ら
は

ざ
り
け
り
。そ
の
御
供
に
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
事
の
思
ひ
出
で
ら
れ
て
、折を

り

し
も
今こ

宵よ
ひ

に
ま

ゐ
り
あ
ひ
た
る
、
昔
今
の
こ
と
思
ひ
つ
づ
け
ら
れ
て
詠よ

み
け
る

今
宵
こ
そ
お
も
ひ
知
ら
る
れ
あ
さ
か
ら
ぬ

君
に
契ち

ぎ

り
の
あ
る
身
な
り
け
り

一い
ち
の
院い
ん（
鳥と

羽ば

法
皇
）が
鳥
羽
離
宮（
鳥
羽
安あ
ん

楽ら
く

寿じ
ゅ

院い
ん

御ご

所し
ょ

）に
お
亡な

く
な
り
に
な
っ
て
、こ
れ

か
ら
ず
っ
と
お
鎮し

ず

ま
り
に
な
る
御
塔
に
お
渡
り
に
な
っ
た
夜
、高こ
う
野や

を
降く
だ
っ
て
い
た
自
分
は
そ

の
御
葬
送
に
侍は

べ
る
こ
と
が
で
き
た
が
、た
い
へ
ん
悲
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。そ
も
そ
も
永
く
お

住
ま
い
に
な
る
と
こ
ろ
と
し
て
鳥
羽
離
宮
を
初
め
て
検
分
遊
ば
さ
れ
た
の
は
保ほ

う

延え
ん
の
初
め
、あ

の
時
の
お
供
に
は
左
大
臣
徳と

く

大だ
い

寺じ

実
能
が
、ま
だ
大
納
言
の
御
身
分
で
加
わ
っ
て
お
ら
れ
た
が
、

お
し
の
び
の
御み

幸ゆ
き
の
こ
と
と
て
、他
の
者
は
お
供
申
し
上
げ
な
か
っ
た
。そ
の
時
、自
分
は
北ほ
く

面め
ん
の武ぶ

士し

と
し
て
お
供
に
加
わ
っ
て
い
た
が
、そ
の
時
の
こ
と
な
ど
自
然
に
思
い
出
さ
れ
て
来

て
、今
宵
は
今
宵
で
御
葬
送
に
侍
る
こ
と
の
で
き
た
御
縁
の
深
さ
な
ど
に
思
い
を
致
し
、昔
の

こ
と
、今
の
こ
と
、あ
れ
こ
れ
思
い
は
千ち

ぢ々

に
乱
れ
、悲
し
み
に
濡ぬ

れ
て
、次
の
よ
う
な
一
首
を

詠
じ
た
。自

分
と
い
う
人
間
は
な
ん
と
い
う
迂う

濶か
つ
さ
だ
ろ
う
。鳥
羽
法
皇
御
葬
儀
の
今
宵
に
な
っ

て
初
め
て
、自
分
が
院
と
並な

み
ひ
と
通
り
で
な
い
御
縁
に
あ
っ
た
こ
と
を
、今
更
の
よ
う

に
深
く
思
い
知
り
、
思
い
知
ら
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

（
井
上
靖
「
西
行
・
山
家
集
」
に
よ
る
）

目め

崎ざ
き

　こ
れ
ほ
ど
長
い
詞
書
が
ふ
ん
だ
ん
に
く
っ
つ
い
て
い
る
歌
集
は
、そ
う
多
く

な
い
と
思
う
ん
で
す
。
鳥
羽
法
皇
が
亡
く
な
っ
た
と
き
の
歌
な
ど
は
、「
一
院
か

Ａ

＊

⑴

Ｂ

く
れ
さ
せ
お
は
し
ま
し
て
、
や
が
て
の
御
所
へ
わ
た
り
ま
ゐ
ら
せ
け
る
夜
、
高 

野
よ
り
い
で
あ
ひ
て
ま
ゐ
り
あ
ひ
た
り
け
る
、
い
と
か
な
し
か
り
け
り
」云う

ん

々ぬ
ん

。
ず

い
ぶ
ん
長
い
詞
書
を
書
い
て
、

こ
よ
ひ
こ
そ
お
も
ひ
し
ら
る
れ
あ
さ
か
ら
ぬ

君
に
ち
ぎ
り
の
あ
る
身
な
り
け
り

実
に
単
純
と
い
い
ま
す
か
平
易
と
い
い
ま
す
か
曲く

せ

が
な
い
と
い
い
ま
す
か
、
ひ

と
り
ご
と
を
漏
ら
し
た
み
た
い
な
、
技
巧
も
何
も
入
っ
て
い
な
い
歌
で
す
ね
。
白し

ら

川か
わ

の
関
で
能の

う

因い
ん

を
回
顧
し
た
、

し
ら
か
は
の
せ
き
や
を
月
の
も
る
か
げ
は

人
の
心
を
と
む
る
な
り
け
り

も
、非
常
に
詞
書
が
長
い
の
で
す
け
れ
ど
、歌
そ
の
も
の
は
ど
う
っ
て
こ
と
は
な
い
。

白し
ら

洲す

　で
も
、業
平
も
詞
書
が
多
い
で
し
ょ
う
。や
は
り
古
今
の
序
で
貫つ

ら

之ゆ
き

が
言
っ
た

よ
う
に
、心
あ
ま
り
て
詞こ

と
ば

足
ら
ず
で
、そ
の
足
ら
な
い
部
分
を
詞
書
で
補
っ
た
よ
う

な
と
こ
ろ
が
あ
る
。

目
崎

　え
え
。
そ
う
い
う
点
で
も
共
通
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
。
あ
れ
も
そ
う

い
う
点
が
大
事
だ
と
思
う
か
ら
、
貫
之
は
『
古
今
集
』
の
な
か
に
業
平
の
歌
に

限
っ
て
詞
書
を
長
い
ま
ま
入
れ
て
あ
る
。
西
行
の
歌
も
、
ど
う
も
そ
う
い
う
詞
書

と
組
み
合
わ
せ
て
特
徴
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
な
。

白
洲

　そ
れ
で
、
自
分
の
な
か
に
長
い
歴
史
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
思
っ
て

ほ
し
い
、
読
む
人
に
ね
。

目
崎

　そ
う
い
う
点
で
は
西
行
と
い
う
人
は
た
い
へ
ん
な
散
文
の
達
者
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
ね
。

白
洲

　は
い
。
そ
れ
で
、
い
い
ん
で
す
ね
、
こ
の
詞
書
が
。
だ
か
ら
、
西
行
物
語
な

ん
か
が
で
き
ち
ゃ
う
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
。

＊

＊⑵

⑶
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目
崎

　瀬せ

戸と

内な
い

海か
い

を
渡
っ
て
四
国
へ
行
く
と
き
の
歌
、
旅
程
を
つ
ぶ
さ
に
詞
書
で 

述
べ
て
は
、
歌
っ
て
お
り
ま
す
ね
。『
山
家
集
』
の
な
か
で
も
突
然
、
あ
の
部
分

が
出
て
く
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
考
え
て
み
る
と
、
あ
れ
が
も
う
ち
ょ
っ
と
ま
と

ま
っ
て
書
か
れ
た
か
、
あ
る
い
は
も
っ
と
残
っ
て
い
た
ら
、
い
わ
ゆ
る
紀
行
文 

の
は
し
り
で
は
な
い
か
。『
土
佐
日
記
』
は
別
と
し
ま
し
て
、『
海
道
記
』『
東 

関
紀
行
』
な
ど
の
も
う
一
つ
前
の
、
た
い
へ
ん
す
ぐ
れ
た
紀
行
の
作
品
に
な
っ 

た
と
思
う
の
で
す
。
西
行
は
ひ
と
つ
の
旅
行
記
と
し
て
ま
と
め
る
つ
も
り
は
な

か
っ
た
ん
で
、
歌
の
詞
書
と
し
て
書
き
留
め
る
だ
け
に
と
ど
ま
っ
た
よ
う
で
す 

か
ら
、
惜
し
い
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
が
。
し
か
し
、
日
本
の
紀
行
に
は
地
の 

文
章
を
書
い
て
は
歌
を
一
首
入
れ
、
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
い
く
と
い
う
パ

タ
ー
ン
が
で
き
て
い
ま
す
ね
。
西
行
は
十
分
、
そ
の
先
駆
者
と
見
ら
れ
る
も
の 

だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
白
川
の
関
、
信し

の
ぶ夫

の
里
か
ら
、
平ひ

ら

泉い
ず
みま

で
の
部
分
も
。

白
洲

　一
つ
の
独
立
し
た
旅
行
記
み
た
い
。

目
崎

　平
泉
の
、

と
り
わ
き
て
心
も
し
み
て
冴さ

え
ぞ
わ
た
る

衣こ
ろ
も

河が
は

見
に
き
た
る
け
ふ
し
も

の
歌
の
詞
書
、「
十
月
十
二
日
平
泉
に
ま
か
り
つ
き
た
り
け
る
に
、
雪
ふ
り
、
あ

ら
し
は
げ
し
く
、
こ
と
の
ほ
か
」
云
々
。

白
洲

　あ
れ
は
い
い
歌
で
す
ね
、
実
に
い
い
歌
で
す
ね
。

目
崎

　こ
れ
な
ど
は
本
当
に
詞
書
と
歌
と
が
え
も
い
わ
れ
ず
溶
け
合
い
ま
し
て
、

ハ
ー
モ
ニ
ー
が
で
き
て
い
ま
す
ね
。

（
白
洲
正
子
、
目
崎
徳
衛
「
西
行
の
漂
泊
と
無
常
」
に
よ
る
）

＊

⑷＊

＊

「
西さ

い

行ぎ
ょ
う

上し
ょ
う

人に
ん

談だ
ん

抄し
ょ
う」
に
は
、
西
行
の
詞
と
し
て
、「
歌
は
う
る
は
し
く
可
詠
也な

り

。

古
今
集
の
風
体
を
本
と
し
て
よ
む
べ
し
」
と
い
っ
た
後
で
、
手
本
と
す
べ
き
歌
を
あ
げ

た
中
に
、
業
平
も
入
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
極ご

く
常
識
的
な
説
に
す
ぎ
な
い
が
、
都
の
内

外
を
放
浪
し
て
い
た
頃
、
わ
ざ
わ
ざ
惟こ

れ

喬た
か

親し
ん

王の
う

の
邸や

し
き

跡
を
訪
ね
た
こ
と
は
注
目
に
値あ

た

い
す
る
。

そ
の
頃
、
西
行
は
修
学
院
に
籠こ

も

っ
て
い
た
が
、
昔
、
惟
喬
親
王
が
出
家
し
て
、
洛ら

く

北ほ
く

大
原
の
小お

野の

殿で
ん

に
隠い

ん

棲せ
い

し
て
い
た
と
こ
ろ
を
見
に
行
っ
た
。
半
ば
崩
れ
か
か
っ
た
釣つ

り

殿ど
の

や
、
池
に
橋
が
渡
し
て
あ
る
の
を
、「
絵
に
か
き
た
る
や
う
に
」興
味
深
く
眺
め
た

が
、
滝
が
土
に
埋
も
れ
て
、
そ
の
ま
わ
り
の
木
が
大
き
く
育
ち
、
松
の
音
の
み
聞き

こ

え

る
の
が
身
に
し
み
た
、
と
詞
書
に
記
し
て
い
る
。

滝
落
ち
し
水
の
流な

が
れも
跡
絶
え
て

昔
語
る
は
松
の
風
の
み

こ
の
里
は
人
す
だ
き
け
ん
昔
も
や

さ
び
た
る
こ
と
は
変か

は

ら
ざ
り
け
ん

「
人
す
だ
き
け
ん
」は
、
人
が
群
が
っ
て
い
た
と
い
う
意
味
で
、
そ
の
頃
で
も
寂
し

い
住
居
で
あ
る
こ
と
に
変か

わ

り
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
と
詠
嘆
し
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
西
行
は
た
だ
惟
喬
親
王
の
遺
跡
を
見
物
に
行
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
西
行

が
物
見
に
行
く
時
は
、
必
ず
そ
こ
に
人
間
の
歴
史
が
あ
り
、
名
歌
が
遺の

こ

さ
れ
て
い
る

か
ら
で
、こ
の
こ
と
は
、大だ

い

覚か
く

寺じ

や
広ひ

ろ

沢さ
わ

の
池
の
場
合
を
み
て
も
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
歌う

た

枕ま
く
らと
は
関
係
が
な
く
、
ま
っ
た
く
個
人
的
な
興
味
に
出
た
も
の
で
あ
っ
た
。

小
野
殿
の
跡
は
、
大
原
を
見
下
ろ
す
高
台
に
あ
り
、
今
は
畑
に
な
っ
て
い
る
が
、
背

後
の
森
の
蔭か

げ

に
は
、
惟
喬
親
王
の
墓
と
称
す
る
五
輪
塔（
お
そ
ら
く
は
供く

養よ
う

塔と
う

）
が
、

た
だ
一
基
建
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
業
平
は
、
大
雪
の
日
に
こ
こ
を
訪
れ
、
忘
れ

Ｃ
＊

＊

＊

ア

イ
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る
こ
と
の
で
き
な
い
絶
唱
を
遺
し
た
。

忘
れ
て
は
夢
か
と
ぞ
思
ふ
お
も
ひ
き
や

雪
踏
み
わ
け
て
君
を
見
ん
と
は

こ
れ
に
は
長
い
詞
書
が
つ
い
て
お
り
、
惟
喬
親
王
が
剃て

い

髪は
つ

し
て
、
ひ
と
り
寂
し
く

暮く
ら

し
て
い
ら
れ
る
の
を
見
て
、
都
へ
帰
っ
た
後
、
贈
っ
た
由よ

し

が
記
し
て
あ
る
。

一
首
の
意
味
は
、
親
王
が
出
家
な
さ
っ
た
こ
と
を
ふ
と
忘
れ
て
、
深
い
雪
を
踏
み
わ

け
て
お
目
に
か
か
っ
て
み
る
と
、
夢
の
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。
―
―
大
体
そ
う

い
う
意
味
の
こ
と
で
あ
る
が
、「
夢
か
と
ぞ
思
ふ
お
も
ひ
き
や
」と
、
二
句
目
を
字
あ

ま
り
と
し
、同
じ
詞
を
重
ね
て
切
羽
つ
ま
っ
た
気き

持も
ち

を
表
し
て
お
り
、そ
こ
か
ら
は
し

ん
し
ん
と
降
り
つ
も
る
雪
の
音
と
、
悲
痛
な
叫
び
声
が
聞
え
て
来
る
よ
う
で
あ
る
。

紀き
の

貫
之
は
、「
古
今
序
」の
中
で
、「
在
原
業
平
は
、そ
の
心
余
り
て
、詞
た
ら
ず
」と
評
し
た
。

「
忘
れ
て
は
」の
歌
は
比
較
的
わ
か
り
や
す
い
が
、
中
に
は
説
明
不
可
能
な
も
の
も
少す

く
な

く
な
い
。
何
と
い
っ
た
ら
い
い
の
か
、
感
情
が
あ
ふ
れ
て
、
詞
の
流
に
身
を
ま
か
せ

て
し
ま
う
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
う
い
う
歌
ほ
ど
美
し
い
の
だ
か
ら
矛
盾
し
て

い
る
。
紀
貫
之
の
よ
う
な
専
門
歌
人
か
ら
み
れ
ば
、
三
十
一
字
の
形
式
の
中
で
完
結

し
な
い
よ
う
な
歌
は
、
認
め
た
く
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
業
平
の
歌
は
そ
れ
な
り

に
完
結
し
て
お
り
、
よ
け
い
な
解
説
を
受
け
つ
け
な
い
も
の
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

ど
の
よ
う
に
も
解
釈
で
き
る
し
、
読
む
人
の
心
次
第
で
ど
こ
ま
で
も
拡ひ

ろ

が
っ
て
行
く
。

ほ
ん
と
う
の
詩
人
と
は
そ
う
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
詞
が
足
ら
な
い
こ
と
も
事

実
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
長
い
詞
書
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。

詞
書
が
多
い
こ
と
で
は
、西
行
も
人
後
に
落
ち
な
い
。現
に
小
野
殿
を
お
と
ず
れ
た

時
の
二
首
も
、
長
い
詞
書
を
と
も
な
っ
て
お
り
、
今
ま
で
あ
げ
た
歌
の
ほ
と
ん
ど
に
、

そ
れ
を
詠
ん
だ
時
の
状
況
や
理
由
を
補
足
す
る
文
が
つ
い
て
い
る
。
西
行
も
ま
た
、

「
そ
の
心
余
り
て
」、
詞
が
追
い
つ
け
な
か
っ
た
の
だ
。
時
に
は
あ
ま
り
多
く
の
こ
と

ウ

＊

エ

を
つ
め
こ
ん
で
、
歌
の
姿
を
壊
す
こ
と
な
き
に
し
も
非あ

ら

ず
で
あ
っ
た
。
そ
の
大
部
分

は
若
い
時
の
作
だ
が
、
字
余
り
の
句
が
多
い
こ
と
も
、
西
行
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。

そ
れ
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
深
入
り
し
た
く
は
な
い
が
、
字
余
り
の
句
を
研
究
し
て
い

た
本も
と

居お
り

宣の
り

長な
が

は
、
西
行
の
歌
は
ル
ー
ル
か
ら
は
ず
れ
る
の
で
、
聞
き
苦
し
い
と
い
っ

て
と
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。

そ
う
い
う
次
第
で
、業
平
も
、西
行
も
、詞
書
の
助
け
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
が
、

詞
書
自
体
が
美
し
い
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
そ
の
長
い
詞
書
か
ら
、
前
者
に

は
「
伊い

勢せ

物も
の

語が
た
り」

が
生う

ま

れ
、
後
者
に
は
「
西
行
物
語
」
が
作
ら
れ
て
行
っ
た
。

（
白
洲
正
子
「
西
行
」
に
よ
る
）

〔
注
〕	

北ほ
く

面め
ん
の武ぶ

士し

―
―
院
御
所
の
北
方
で
、
警
護
に
当
た
る
武
士
の
こ
と
。

	

能の
う

因い
ん

―
―
僧
侶
、
歌
人
。

	

し
ら
か
は
の
せ
き
や
を
月
の
も
る
か
げ
は
人
の
心
を
と
む
る
な
り
け
り
―
―

白
河
の
関
に
来
て
泊
ま
っ
た
が
、関
屋
を
守
る
人
も
居お

ら
ず
、た
だ
月
光
が
荒
れ

た
建
物
を
漏
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。が
、そ
れ
に
却か
え
っ
て
、旅
人
で
あ
る
自
分

の
心
は
引
き
留
め
ら
れ
て
し
ま
う
。

	

『
海
道
記
』『
東
関
紀
行
』
―
―
中
世
の
紀
行
文
。

	

と
り
わ
き
て
心
も
し
み
て
冴さ

え
ぞ
わ
た
る
衣こ

ろ
も

河が
は

見
に
き
た
る
け
ふ
し
も
―
―

長
く
心
に
か
け
て
い
た
衣こ
ろ
も
川が
わ

を
見
に
来
た
今
日
と
い
う
日
は
、と
り
わ
け
心
も

冷
え
わ
た
り
冴
え
返
っ
て
い
る
。

	
ま
か
り
つ
き
た
り
け
る
に
―
―
着
い
た
が
。

	

西さ
い

行ぎ
ょ
う

上し
ょ
う

人に
ん

談だ
ん

抄し
ょ
う

―
―
西
行
の
弟
子
に
よ
る
西
行
の
歌
論
書
。

⑸
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歌
は
う
る
は
し
く
可
詠
也な

り

。
古
今
集
の
風
体
を
本
と
し
て
よ
む
べ
し

	

―
―
和
歌
は
美
し
く
詠
む
べ
き
で
あ
る
。そ
の
た
め
古
今
集
の
和
歌
を
手
本	

	
	

と
す
る
べ
き
で
あ
る
。

	
惟こ

れ

喬た
か

親し
ん

王の
う

―
―
在
原
業
平
と
親
交
が
あ
り
、
晩
年
を
小
野
殿
で
過
ご
し
た
。

	

剃て
い

髪は
つ

―
―
出
家
の
た
め
に
髪
を
そ
る
こ
と
。

〔
問
1
〕
　御
縁
と
あ
る
が
、Ｂ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
和
歌
に
お
い
て
「
御
縁
」
に
相
当

す
る
部
分
は
ど
こ
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア

　こ
よ
ひ
こ
そ

　
　
　
　
　
　
　
　イ

　お
も
ひ
し
ら
る
れ

ウ

　あ
さ
か
ら
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　エ

　ち
ぎ
り

〔
問
2
〕
　そ
う
い
う
点
で
は
西
行
と
い
う
人
は
た
い
へ
ん
な
散
文
の
達
者
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
ね
。
と
い
う
目
崎
さ
ん
の
発
言
が
、こ
の
対
談
の
中
で
果
た
し
て
い
る

役
割
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア

　西
行
の
和
歌
と
詞
書
と
の
関
係
に
つ
い
て
自
分
の
見
解
を
示
す
こ
と
で
、
白
洲

さ
ん
の
考
え
方
と
の
相
違
点
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

イ

　白
洲
さ
ん
の
西
行
の
詞
書
に
対
す
る
評
価
を
受
け
、
新
た
な
視
点
で
業
平
と
西

行
の
詞
書
に
お
け
る
関
連
性
を
整
理
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

ウ

　そ
れ
ま
で
に
語
ら
れ
た
業
平
と
西
行
の
詞
書
の
特
徴
を
踏
ま
え
、
西
行
の
詞
書

に
話
題
を
焦
点
化
し
て
対
談
の
内
容
を
深
め
て
い
る
。

エ

　白
洲
さ
ん
の
読
み
手
を
意
識
し
た
発
言
を
受
け
、
西
行
と
業
平
の
和
歌
と
詞
書

の
違
い
に
つ
い
て
自
説
を
展
開
す
る
き
っ
か
け
と
し
て
い
る
。

⑴⑵

〔
問
3
〕

　Ｂ
で
は
そ
れ
で
、
い
い
ん
で
す
ね
、
こ
の
詞
書
が
。
と
あ
り
、
Ｃ
で
は	

そ
う
い
う
次
第
で
、
業
平
も
、
西
行
も
、
詞
書
の
助
け
を
必
要
と
し
た
の
で
あ

る
が
、
詞
書
自
体
が
美
し
い
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
と
あ
る
が
、
Ｂ
及

び
Ｃ
で
述
べ
ら
れ
た
西
行
の
詞
書
の
特
徴
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適

切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア

　あ
ふ
れ
る
感
情
を
歌
だ
け
で
は
表
現
し
き
れ
ず
、織
り
込
み
き
れ
な
か
っ
た
和
歌

の
技
巧
を
全
て
詞
書
に
挿
入
し
て
い
る
。

イ

　歌
の
背
景
を
述
べ
た
詞
書
が
、歌
に
詠
ま
れ
た
世
界
を
補
い
な
が
ら
も
文
章
自
体

が
読
者
を
ひ
き
つ
け
る
魅
力
を
備
え
て
い
る
。

ウ

　字
数
の
限
ら
れ
た
和
歌
と
散
文
で
あ
る
詞
書
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、物
語
と

す
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。

エ

　詞
書
に
用
い
る
言
葉
が
精
選
さ
れ
て
お
り
、和
歌
同
様
に
短
い
文
章
で
幅
広
い
表

現
が
な
さ
れ
て
い
る
。

〔
問
4
〕
　一
つ
の
独
立
し
た
旅
行
記
み
た
い
。と
あ
る
が
、こ
こ
で
い
う「
独
立
し
た
旅
行

記
み
た
い
」を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア

　『山
家
集
』
に
は
、
旅
の
様
子
が
描
か
れ
た
地
の
文
章
に
合
わ
せ
て
歌
を
詠
む

と
い
っ
た
、
伝
統
的
な
紀
行
文
の
形
式
で
書
か
れ
た
部
分
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

イ

　平
泉
に
強
い
思
い
入
れ
が
あ
っ
た
西
行
は
、
そ
こ
で
優
れ
た
和
歌
を
数
多
く
詠

み
、
そ
の
和
歌
が
『
山
家
集
』
に
と
り
わ
け
多
く
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

ウ

　西
行
は
、
優
れ
た
文
章
表
現
で
旅
の
記
録
を
多
く
残
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
は

和
歌
の
な
い
旅
行
記
の
形
式
で
書
か
れ
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

エ

　西
行
は
、
旅
す
る
歌
人
の
一
人
と
し
て
多
く
の
歌
を
詠
ん
で
お
り
、
旅
行
記
の

第
一
人
者
と
し
て
そ
の
後
の
紀
行
文
の
定
型
を
整
え
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
。

〔
問
5
〕

　Ｃ
の
ア
〜
エ
の「
の
」の
う
ち
、他
と
意
味
・
用
法
の
異
な
る
も
の
を
一
つ
選

び
、
記
号
で
答
え
よ
。

⑶

⑸
⑷
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