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︻
教
室
の
窓
か
ら
︼

『
更
級
日
記
』
は
い
か
に
擱
筆
さ
れ
て
い
る
の
か

 

金 　

井 　

 

利 　

浩  

　

二
〇
二
〇

―
こ
の
忘
れ
難
い
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
史
上
に
永
く
刻
み
つ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
暦
号
は
、
し
か
し
そ
れ
と
は
全
く
別
に
、
ま
さ
に
隔
絶
す
る 

文
脈
に
お
い
て
と
い
う
べ
く
、
か
の
、
東
国
上
総
を
起
点
と
し
て
京
へ
と
出
立
す
る
場
面
か
ら
始
ま
る
『
更
級
日
記
』
の
、
ま
さ
に
そ
の
作
者
上
洛
か
ら
ち 

ょ
う
ど
千
年
を
数
え
る
節
目
と
な
る
そ
れ
で
も
あ
っ
た
、
と
、
い
か
に
も
知
悉
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
言
っ
て
し
ま
っ
て
は
、
い
さ
さ
か
正
確
さ
を
欠
く
。

　

昨
年
八
月
、
和
田
律
子
・
福
家
俊
幸
両
氏
か
ら
、
お
二
人
の
共
編
に
係
る
ご
芳
著
の
恵
贈
を
忝
く
し
た
。
到
来
に
吃
驚
し
な
が
ら
開
梱
し
、
ふ
た
た
び
そ

れ
に
驚
倒
す
る
こ
と
に
な
る
標
題
は
、『
更
級
日
記 

上
洛
の
記
千
年

―
東
国
か
ら
の
視
座（
１
）』
で
あ
っ
た
。
さ
っ
そ
く
繙
い
た
「
序
」
の
劈
頭
の
一
文
、

　
　
　

本
年
二
〇
二
〇
年
は
、『
更
級
日
記
』
の
作
者
菅
原
孝
標
女
が
、
上
総
介
で
あ
っ
た
父
孝
標
の
任
期
終
了
に
と
も
な
い
、
上
総
を
出
立
し
上
京
の
途 

　
　

に
着
い
た
寛
仁
四
年
（
一
〇
二
〇
）
か
ら
千
年
目
に
あ
た
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
、「
二
〇
二
〇
」
年
の
持
つ
、
あ
る
い
は
同
年
に
お
け
る
該
書
公
刊
の
有
す
る
意
味
と
意
義
と
を
理
解
し
た
の
で
あ
る
。

　

同
書
に
収
め
ら
れ
た
諸
論
攷
、
殊
に
伊
藤
守
幸
氏
「『
更
級
日
記
』
に
お
け
る
東
国
の
意
味

―
作
品
の
語
ら
な
か
っ
た
こ
と

―
」、
倉
田
実
氏
「『
更
級 

日
記
』
の
薬
師
仏
と
阿
弥
陀
仏

―
「
東
方
浄
瑠
璃
浄
土
の
西
門
」
を
出
て
「
西
方
極
楽
世
界
の
東
門
」
に
入
る

―
」、
和
田
律
子
氏
「『
更
級
日
記
』
に
お
け
る 

阿
弥
陀
来
迎
夢
の
意
味

―
乳
母
願
望
叙
述
と
物
語
作
者
と
し
て
の
矜
恃
を
中
心
に

―
」、
福
家
俊
幸
氏
「『
更
級
日
記
』
の
内
な
る
東
国
」
に
大
い
に
触
発
さ 

れ
た
私
は
、
改
め
て
読
ま
ず
に
は
い
ら
れ
ぬ
念
い
に
駆
ら
れ
、
二
〇
一
八
年
度
入
学
生
の
３
年
次
「
古
典
Ｂ
」
二
学
期
の
、
と
は
す
な
わ
ち
彼
ら
彼
女
ら
の 

高
校
生
活
最
後
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
教
材
の
予
定
を
急
遽
変
更
し
、『
更
級
日
記
』
の
始
ま
り
と
終
わ
り
と
を
、
授
業
で
の
読
み
の
対
象
に
据 

え
、
生
徒
た
ち
と
と
も
に
読
ん
で
み
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
以
下
は
、
そ
の
軌
跡
の
覚
書
で
あ
る（
２
）。

＊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

〈
Ⅰ
〉
あ
づ
ま
ぢ
の
道
の
は
て
よ
り
も
、
な
ほ
奥
つ
か
た
に
生
ひ
出
で
た
る
人
、
い
か
ば
か
り
か
は
あ
や
し
か
り
け
む
を
、
い
か
に
思
ひ
は
じ
め
け
る
こ
と 

　
　

に
か
、「
世
の
中
に
物
語
と
い
ふ
も
の
の
あ
ん
な
る
を
、
い
か
で
見
ば
や
。」
と
思
ひ
つ
つ
、
つ
れ
づ
れ
な
る
昼
間
、
宵
居
な
ど
に
、
姉
・
継
母
な
ど
や 
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う
の
人
々
の
、
そ
の
物
語
、
か
の
物
語
、
光
源
氏
の
あ
る
や
う
な
ど
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
語
る
を
聞
く
に
、
い
と
ど
ゆ
か
し
さ
ま
さ
れ
ど
、
わ
が
思
ふ
ま 

　
　

ま
に
、
そ
ら
に
い
か
で
か
お
ぼ
え
語
ら
む
。
い
み
じ
く
心
も
と
な
き
ま
ま
に
、
等
身
に
薬
師
仏
を
造
り
て
、
手
洗
ひ
な
ど
し
て
、
人
ま
に
み
そ
か
に
入 

　
　

り
つ
つ
、「
京
に
と
く
上
げ
た
ま
ひ
て
、
物
語
の
多
く
さ
ぶ
ら
ふ
な
る
、
あ
る
限
り
見
せ
た
ま
へ
。」
と
、
身
を
捨
て
て
額
を
つ
き
、
祈
り
申
す
ほ
ど
に
、 

　
　

十
三
に
な
る
年
、「
の
ぼ
ら
む
。」
と
て
、
九
月
三
日
門
出
し
て
、
い
ま
た
ち
と
い
ふ
所
に
移
る
。

　
　
　

年
ご
ろ
遊
び
慣
れ
つ
る
所
を
、
あ
ら
は
に
こ
ぼ
ち
散
ら
し
て
、
た
ち
騒
ぎ
て
、
日
の
入
り
ぎ
は
の
、
い
と
す
ご
く
霧
り
わ
た
り
た
る
に
、
車
に
乗
る 

　
　

と
て
、
う
ち
見
や
り
た
れ
ば
、
人
ま
に
は
参
り
つ
つ
、
額
を
つ
き
し
薬
師
仏
の
立
ち
た
ま
へ
る
を
、
見
捨
て
た
て
ま
つ
る
、
悲
し
く
て
、
人
知
れ
ず
う 

　
　

ち
泣
か
れ
ぬ
。

　
　
　
　
　
　

…

〈
Ⅱ
〉
か
う
の
み
心
に
物
の
叶
ふ
方
な
う
て
や
み
ぬ
る
人
な
れ
ば
、
功
徳
も
作
ら
ず
な
ど
し
て
た
だ
よ
ふ
。

　
　
　
　
　
　

…

〈
Ⅲ
〉
さ
す
が
に
命
は
憂
き
に
も
絶
え
ず
長
ら
ふ
め
れ
ど
、
後
の
世
も
思
ふ
に
叶
は
ず
ぞ
あ
ら
む
か
し
と
ぞ
う
し
ろ
め
た
き
に
、
頼
む
こ
と
一
つ
ぞ
あ
り
け 

　
　

る
。
天
喜
三
年
十
月
十
三
日
の
夜
の
夢
に
、
居
た
る
所
の
家
の
つ
ま
の
庭
に
、
阿
弥
陀
仏
立
ち
た
ま
へ
り
。
さ
だ
か
に
は
見
え
た
ま
は
ず
、
霧
ひ
と
へ 

　
　

隔
た
れ
る
や
う
に
透
き
て
見
え
た
ま
ふ
を
、
せ
め
て
絶
え
間
に
見
た
て
ま
つ
れ
ば
、
蓮
華
の
座
の
土
を
あ
が
り
た
る
高
さ
三
四
尺
、
仏
の
御
た
け
六
尺 

　
　

ば
か
り
に
て
、
金
色
に
光
り
輝
き
た
ま
ひ
て
、
御
手
、
片
つ
方
を
ば
ひ
ろ
げ
た
る
や
う
に
、
い
ま
片
つ
方
に
は
印
を
作
り
た
ま
ひ
た
る
を
、
こ
と
人
の 

　
　

目
に
は
見
つ
け
た
て
ま
つ
ら
ず
、
わ
れ
一
人
見
た
て
ま
つ
る
に
、
さ
す
が
に
い
み
じ
く
け
お
そ
ろ
し
け
れ
ば
、
簾
の
も
と
近
く
よ
り
て
も
え
見
た
て
ま 

　
　

つ
ら
ね
ば
、
仏
、「
さ
は
、
こ
の
た
び
は
帰
り
て
、
後
に
迎
へ
に
来
む
」
と
の
た
ま
ふ
声
、
わ
が
耳
一
つ
に
聞
こ
え
て
、
人
は
え
聞
き
つ
け
ず
と
見
る 

　
　

に
、
う
ち
お
ど
ろ
き
た
れ
ば
、
十
四
日
な
り
。
こ
の
夢
ば
か
り
ぞ
、
後
の
頼
み
と
し
け
る
。

︿
Ⅳ
﹀
甥
ど
も
な
ど
、
一
と
こ
ろ
に
て
朝
夕
見
る
に
、
か
う
あ
は
れ
に
悲
し
き
こ
と
の
後
は
、
所
ど
こ
ろ
に
な
り
な
ど
し
て
、
誰
も
見
ゆ
る
こ
と
か
た
う
あ 

　
　

る
に
、
い
と
暗
い
夜
、
六
郎
に
あ
た
る
甥
の
来
た
る
に
、
め
づ
ら
し
う
お
ぼ
え
て
、

　
　
　
　

月
も
出
で
で
闇
に
く
れ
た
る
姨を

ば
す
て捨
に
な
に
と
て
今こ

宵よ
ひ

た
づ
ね
来
つ
ら
む
…
…
ａ

　
　

と
ぞ
言
は
れ
に
け
る
。

︿
Ⅴ
﹀
ね
む
ご
ろ
に
語
ら
ふ
人
の
、
か
う
て
後の

ち

、
お
と
づ
れ
ぬ
に
、
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い
ま
は
世
に
あ
ら
じ
も
の
と
や
思
ふ
ら
む
あ
は
れ
泣
く
泣
く
な
ほ
こ
そ
は
経ふ

れ
…
…
ｂ

︿
Ⅵ
﹀
十か

み
な
づ
き月
ば
か
り
、
月
の
い
み
じ
う
明
か
き
を
、
泣
く
泣
く
な
が
め
て
、

　
　
　
　

ひ
ま
も
な
き
涙
に
く
も
る
心
に
も
明
か
し
と
見
ゆ
る
月
の
影
か
な
…
…
ｃ

︿
Ⅶ
﹀
年
月
は
過
ぎ
変
は
り
ゆ
け
ど
、
夢
の
や
う
な
り
し
ほ
ど
を
思
い
出
づ
れ
ば
、
心
地
も
ま
ど
ひ
、
目
も
か
き
く
ら
す
や
う
な
れ
ば
、
そ
の
ほ
ど
の
こ
と 

　
　

は
、
ま
た
さ
だ
か
に
も
お
ぼ
え
ず
。

︿
Ⅷ
﹀
人
々
は
み
な
ほ
か
に
住
み
あ
か
れ
て
、
ふ
る
さ
と
に
一
人
、
い
み
じ
う
心
ぼ
そ
く
悲
し
く
て
、
な
が
め
明
か
し
わ
び
て
、
久
し
う
お
と
づ
れ
ぬ
人
に
、

　
　
　
　

茂
り
ゆ
く
蓬

よ
も
ぎ
が
露
に
そ
ぼ
ち
つ
つ
人
に
訪と

は
れ
ぬ
音ね

を
の
み
ぞ
泣
く
…
…
ｄ

　
　

あ
ま
な
る
人
な
り
。
…
…
ｅ

　
　
　
　

世
の
常
の
宿
の
蓬
を
思
ひ
や
れ
そ
む
き
は
て
た
る
庭
の
草
む
ら
…
…
ｆ

＊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

授
業
で
は
先
ず
、
教
科
書
に
も
載
る
︿
Ⅰ
﹀
に
つ
い
て
、
先
に
論
題
を
掲
出
し
た
諸
氏
の
御
論
、
別
け
て
も
福
家
氏
の
そ
れ
に
勁
く
導
か
れ
な
が
ら
の
精

読
に
臨
み
、
以
下
の
こ
と
ご
と
を
逐
次
確
認
し
て
い
っ
た
。
一
つ
、
作
者
が
自
ら
を
東
海
道
の
果
て
の
地
す
な
わ
ち
常
陸
国
よ
り
も
さ
ら
に
奥
で
生
ま
れ

育
っ
た
人
と
規
定
し
、「
卑
」
や
「
賤
」
を
当
て
得
る
「
あ
や
し
か
り
」
の
語
に
よ
っ
て
東
国
育
ち
で
あ
る
と
い
う
自
己
の
属
性
が
冒
頭
か
ら
見
据
え
ら
れ

表
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
一
つ
、
父
孝
標
が
上
総
介
の
後
に
常
陸
介
を
歴
任
し
た
こ
と
に
係
っ
て
、
作
者
が
祐
子
内
親
王
家
に
出
仕
し
た
際
に
、
そ
の
父
の

官
職
名
が
用
い
ら
れ
て
い
た
蓋
然
性
が
浮
上
す
る
彼
女
の
候
名
「
常
陸
」
が
、
冒
頭
の
「
あ
づ
ま
ぢ
の
道
の
は
て
」
と
の
表
現
か
ら
直
ち
に
想
起
さ
れ
る
歌

「
あ
づ
ま
ぢ
の
道
の
は
て
な
る
常
陸
帯
の
か
ご
と
ば
か
り
も
逢
ひ
見
て
し
が
な
」
の
な
か
に
密
か
な
名
乗
り
と
し
て
含
み
こ
ま
れ
て
い
る
と
も
捉
え
ら
れ
る
こ

と
。
一
つ
、︿
都
﹀
に
対
す
る
︿
鄙
﹀
の
地
で
生
育
し
た
こ
と
が
ま
だ
見
ぬ
「
物
語
」
へ
の
あ
こ
が
れ
を
生
成
し
た
と
い
う
逆
説
的
な
関
係
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
点
、
す
な
わ
ち
、
文
化
の
一
つ
と
し
て
の
「
物
語
」
の
写
本
な
ど
存
在
す
べ
く
も
な
い
辺
境
の
地
で
育
っ
た
が
ゆ
え
に
、「
姉
」
や
「
継
母
」
か
ら
聞

い
た
「
物
語
」
は
、
そ
れ
が
「
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
も
手
伝
っ
て
掛
替
え
の
な
い
存
在
と
し
て
膨
れ
上
が
り
、「
ゆ
か
し
さ
」
は
ま
る
で

満
た
さ
れ
ぬ
ば
か
り
か
、「
心
も
と
な
き
」
思
い
が
む
し
ろ
募
り
つ
づ
け
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
。
一
つ
、
そ
こ
に
、
自
己
を
卑
し
む
志
向
と

は
真
逆
の
、「
物
語
」
と
の
運
命
的
な
つ
な
が
り
が
象
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
ま
さ
に
辺
境
の
地
で
育
っ
た
こ
と
が
「
物
語
」
へ
の
熱
狂
的

な
愛
を
支
え
て
ゆ
く
、
そ
う
し
た
図
式
の
構
え
を
見
出
し
得
る
と
い
う
こ
と
。
一
つ
、
切
望
す
る
物
語
入
手
と
そ
の
た
め
の
上
洛
の
実
現
が
少
し
で
も
高
い
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確
度
で
叶
う
よ
う
に
と
「
等
身
」
に
造
っ
た
薬
師
仏
に
向
か
い
、
手
を
洗
っ
て
身
を
清
め
、「
人
ま
」
を
見
計
ら
っ
て
は
仏
間
へ
と
足
を
運
ん
で
繰
り
返
さ
れ

る
そ
の
祈
り
の
さ
ま
が
、「
身
を
投
げ
出
し
て
」
と
も
「
一
心
に
」
と
も
解
釈
さ
れ
る
「
身
を
捨
て
て
」
と
の
表
現
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
。
一
つ
、

果
た
し
て
願
い
が
叶
い
、
本
格
的
な
出
発
に
先
立
っ
て
い
っ
た
ん
居
を
移
す
門
出
を
し
た
と
い
う
そ
の
地
「
い
ま
た
ち
」
に
は
、「
さ
あ
、
出
発
し
て
（
京
を

目
指
さ
ん
）」
と
い
う
意
味
の
「
い
ま
、
発た

ち
」
の
含
み
が
あ
る
の
だ
と
す
る
、
そ
う
し
た
︿
こ
と
ば
遊
び
﹀
の
介
在
を
も
読
み
取
り
得
る
作
品
で
あ
る
と

い
う
こ
と
。
一
つ
、
さ
て
段
落
が
改
ま
り
、
い
よ
い
よ
牛
車
に
乗
ろ
う
と
し
た
作
者
た
ち
を
包
ん
で
辺
り
一
帯
に
幻
想
的
に
立
ち
こ
め
た
霧
の
中
に
浮
か
び

上
が
る
薬
師
仏
、
こ
の
、
喜
び
の
旅
の
成
り
立
ち
と
引
き
換
え
の
、
大
切
な
存
在
と
の
別
れ
が
も
た
ら
す
喪
失
感
、
そ
れ
を
抱
い
た
ま
ま
旅
に
出
る
と
い
う

道
程
を
心
の
中
に
形
成
す
る
主
体
は
、
十
三
歳
と
い
う
少
女
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
こ
と
。
一
つ
、
そ
も
そ
も
木
彫
り
で
あ
っ
た
か
紙
製
で

あ
っ
た
か
、
は
た
ま
た
壁
に
描
い
た
の
で
あ
っ
た
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
「
見
捨
て
た
て
ま
つ
る
」
と
表
現
さ
れ
る
手
作
り
の
薬
師
仏
と
の
別
れ
は
、
ま
さ
に

孤
独
で
多
感
な
少
女
の
心
の
中
に
お
い
て
こ
そ
、
そ
の
意
義
が
全
う
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
。
一
つ
、「
人
知
れ
ず
」
涙
を
流
し
、
家
族
か
ら
孤
絶

し
た
場
で
ひ
と
り
告
げ
た
そ
の
別
れ
は
、
人
が
人
生
に
お
い
て
幾
つ
か
経
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
試
練
の
通
過
点
の
う
ち
の
、
こ
の
少
女
に
と
っ
て
は
最
初
の
そ

れ
で
あ
っ
た
と
読
み
解
く
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
等
々
。

　

そ
の
う
え
で
︿
Ⅲ
﹀
以
下
の
読
み
に
臨
み
、
先
に
掲
げ
た
伊
藤
・
倉
田
・
和
田
各
氏
の
御
論
の
援
け
を
再
び
三
た
び
借
り
な
が
ら
挑
み
、
こ
の
作
品
が
、

確
か
な
構
成
意
識
に
基
づ
く
、
確
か
な
表
現
機
構
を
も
っ
て
枠
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
っ
て
い
っ
た
。

　

す
な
わ
ち
、︿
Ⅰ
﹀
に
お
け
る
「
薬
師
仏
」
と
︿
Ⅲ
﹀
に
お
け
る
「
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
「
仏
」
の
対
応
・
対
照
、
そ
の
い
ず
れ
を
も
作
者
は
「
霧
」
の
向

こ
う
に
見
た
と
い
う
対
応
・
照
応
、
さ
ら
に
は
ま
た
、
い
ず
れ
に
も
「
一
人
」
で
向
き
合
っ
た
と
い
う
対
応
を
、
念
の
た
め
言
い
添
え
て
お
け
ば
、︿
Ⅰ
﹀

の
文
章
中
に
は
非
在
の
「
一
人
」
と
い
う
語
を
、「
人
ま
に
み
そ
か
に
」
や
「
人
知
れ
ず
」
と
い
っ
た
表
現
の
中
に
見
出
し
な
が
ら
、
確
認
し
た
の
で
あ
っ 

た
。

　

つ
ぎ
に
確
認
し
た
の
は
、︿
Ⅰ
﹀
に
も
︿
Ⅲ
﹀
に
も
日
付
が
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

憧
れ
の
物
語
の
入
手
の
実
現
に
向
け
て
何
よ
り
も
必
要
と
さ
れ
た
上
洛
へ
の
第
一
歩
が
ま
さ
に
踏
み
出
さ
れ
た
日
、
そ
れ
が
何
に
も
増
し
て
忘
れ
が
た

か
っ
た
か
ら
こ
そ
「
九
月
三
日
」
は
記
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
そ
れ
と
同
様
に
、「
功
徳
」
を
何
一
つ
積
み
上
げ
る
こ
と
も
せ
ぬ
ま
ま
に
「
た
だ
よ

ふ
」
生
に
身
を
処
し
て
き
た
自
分
を
、
他
で
も
な
い
「
阿
弥
陀
仏
」
が
い
ず
れ
迎
え
に
来
て
く
れ
る
と
い
う
夢
は
ま
さ
に
忘
れ
が
た
く
、
ま
た
こ
の
上
な

く
有
難
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
夢
告
の
あ
っ
た
「
天
喜
三
年
十
月
十
三
日
」
は
こ
こ
に
明
記
さ
れ
た
は
ず
で
、
そ
の
延
長
線
上
に
置
か
れ
た
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︿
Ⅲ
﹀
の
結
び
の
一
文
、「
こ
の
夢
ば
か
り
ぞ
、
後
の
頼
み
と
し
け
る
」
の
持
つ
意
味
合
い
は
限
り
な
く
大
き
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
作
者
の
そ
の
後
の
生

は
、
そ
れ
一
つ
に
支
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
、
そ
う
読
ん
で
い
っ
た
。

＊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

さ
て
、
そ
う
し
た
︿
Ⅰ
﹀
と
︿
Ⅲ
﹀
と
の
シ
ン
メ
ト
リ
ッ
ク
な
対
応
構
造
を
と
も
な
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
た
文
脈
を
確
認
し
て
お
い
て
、︿
Ⅳ
﹀
以
降
に 

配
さ
れ
た
文
章
の
、
プ
ロ
ッ
ト
相
互
の
接
造
・
構
成
の
あ
り
よ
う
を
、
厳
し
く
見
つ
め
て
い
っ
た
。

　

果
た
し
て
、
い
く
つ
か
の
事
柄
が
、
教
室
の
な
か
の
眼
に
よ
っ
て
、
気
づ
き
と
し
て
見
出
さ
れ
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、︿
Ⅳ
﹀
と
︿
Ⅵ
﹀
で
は
、
歌
直
前
の
地 

の
文
、
そ
の
最
後
に
は
ど
ち
ら
に
も
接
続
助
詞
「
て
」
が
置
か
れ
、︿
Ⅴ
﹀
と
︿
Ⅷ
﹀
に
つ
い
て
も
、
歌
の
直
前
、
地
の
文
の
最
後
に
は
や
は
り
共
通 

し
て
、
こ
ち
ら
は
格
助
詞
「
に
」
が
置
か
れ
て
い
る
。︿
Ⅳ
﹀・︿
Ⅵ
﹀
で
「
て
」
に
導
か
れ
て
詠
ま
れ
る
歌
は
、
し
た
が
っ
て
独
詠
だ
。
一
方
、「
に
」
に 

よ
っ
て
導
か
れ
る
歌
は
、︿
Ⅴ
﹀・︿
Ⅷ
﹀
そ
れ
ぞ
れ
の
相
手
に
対
し
て
送
り
届
け
ら
れ
た
も
の
だ
。
そ
う
い
う
こ
と
が
、「
て
」「
に
」
か
ら
分
か
る
。
そ
う
い 

う
こ
と
が
分
か
る
よ
う
に
「
て
」
や
「
に
」
が
配
置
さ
れ
、
文
章
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
表
現
と
構
成
と
を
と
も
な
っ
て
読
み
手
の
前
に
あ
る
和
歌
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
私
た
ち
は
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
最
大
限
に
重
視
す
る
と
い
う
立

場
な
い
し
視
点
に
立
っ
て
、
最
終
的
に
、
ａ
歌
は
、｢
何
の
必
要
あ
っ
て
、
こ
ん
な
真
っ
暗
な
夜
に
、
あ
の
甥こ

は
訪
ね
て
な
ん
か
来
た
の
で
し
ょ
う
」
と
の 

意
に
、
ｂ
歌
は
、「
こ
ん
な
私
は
亡
き
も
の
と
お
思
い
で
し
ょ
う
が
、
お
あ
い
に
く
さ
ま
、
こ
う
し
て
泣
き
つ
づ
け
な
が
ら
も
生
き
長
ら
え
て
お
り
ま
す
」 

と
の
意
に
、
そ
し
て
ｃ
歌
は
、「
泣
き
つ
づ
け
て
、
確
か
に
心
の
眼
も
曇
る
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
ん
な
私
に
も
月
の
光
は
明
る
く
見
え
ま
す
よ
」 

と
の
意
に
、
そ
れ
ぞ
れ
解
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
て
弥
陀
来
迎
の
夢
告
に
支
え
ら
れ
、︿
Ⅶ
﹀
で
夫
の
死
の
相
対
化
ま
で
果
た
す
作
者 

の
筆
が
、
一
見
、
痛
恨
事
ゆ
え
に
絶
望
の
淵
に
た
た
ず
む
ほ
か
な
い
心
境
を
投
影
し
た
か
の
よ
う
な
、
し
た
が
っ
て
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
不
安
ゆ
え
の
忌

避
の
希
求
な
い
し
は
忘
却
の
誠
実
な
吐
露
を
か
た
ど
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
も
す
る
「
さ
だ
か
に
も
お
ぼ
え
ず
」
と
の
文
言
が
、
実
は
省
筆
を
旨
と
し
て
用
意

さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
捉
え
得
る
こ
と
を
生
徒
た
ち
が
理
解
す
る
の
に
、
さ
ほ
ど
の
時
間
は
要
し
な
か
っ
た
。

＊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

こ
う
し
て
文
脈
に
迎
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
擱
筆
部
︿
Ⅷ
﹀
に
正
対
す
る
と
き
を
よ
う
や
く
迎
え
る
の
だ
が
、
そ
の
理
解
は
、
同
部
の
解
釈
に
係
る
異
説

三
種
を
Ａ
説
／
Ｂ
説
／
Ｃ
説
と
し
て
ま
と
め
、
そ
れ
ら
を
単
純
に
併
記
し
た
次
の
よ
う
な
内
容
の
資
料
を
配
布
し
、
そ
の
一
つ
ひ
と
つ
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ

の
理
路
を
丹
念
に
辿
る
と
い
う
か
た
ち
で
目
指
す
こ
と
に
し
た
。
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Ａ
説
：

　
　
（
本
文
の
引
用
省
略
）

　
　
　

ｄ 
＝ 

作
者
か
ら
「
久
し
う
お
と
づ
れ
ぬ
人
」
へ
の
歌

　
　
　

ｅ 
＝ ｢
久
し
う
お
と
づ
れ
ぬ
人
」
に
つ
い
て
の
注
記

　
　
　

ｆ 

＝ ｢
久
し
う
お
と
づ
れ
ぬ
人
（
＝
「
尼
な
る
人
」）」
か
ら
作
者
へ
の
歌
／
二
句
切
れ

　

Ａ
説
の
通
釈
例
：

　
　
　
　
（
同
居
し
て
い
た
）
人
々
は
、
皆
他
所
に
散
り
散
り
に
住
居
を
定
め
て
し
ま
っ
た
の
で
、（
私
だ
け
が
）
も
と
の
家
に
一
人
、
大
変
心
細
く
悲
し
く 

　
　
　

て
、
物
思
い
に
夜
を
明
か
し
か
ね
、
久
し
く
便
り
を
く
れ
な
い
人
に
（
こ
ん
な
ふ
う
に
）、

　
　
　
　
（
ず
ん
ず
ん
）
茂
っ
て
行
く
蓬
の
露
に
濡
れ
な
が
ら
、
人
に
尋
ね
て
も
ら
え
な
い
（
悲
し
さ
の
た
め
）
た
だ
た
だ
声
を
あ
げ
て
泣
い
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
（
そ
の
相
手
は
）
尼
で
あ
る
人
だ
。　

　
　
　
　
（
蓬
の
露
に
濡
れ
つ
つ
、
人
の
訪
れ
の
な
い
悲
し
さ
を
嘆
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
の
こ
と
で
す
が
、
あ
な
た
の
所
は
）
世
の
常
の
住
居
の
蓬
で
す 

　
　
　
　

の
に
ね
。
思
い
や
っ
て
下
さ
い
。
世
を
背
き
は
て
た
（
私
の
）
庭
の
（
荒
れ
放
題
の
）
草
む
ら
を
ね
。

 

［
小
谷
野
純
一
『
更
級
日
記
全
評
釈
』（
風
間
書
房
、
一
九
九
六
年
）
に
拠
る
］

　

Ｂ
説
：

　
　
（
本
文
の
引
用
省
略
）

　
　
　

ｄ 

＝ 

作
者
か
ら
「
久
し
う
お
と
づ
れ
ぬ
人
」
へ
の
歌
・
そ
の
１

　
　
　

ｅ 

＝ ｢

久
し
う
お
と
づ
れ
ぬ
人
」
に
つ
い
て
の
注
記

　
　
　

ｆ 

＝ 

作
者
か
ら
「
久
し
う
お
と
づ
れ
ぬ
人
（
＝
「
尼
な
る
人
」）」
へ
の
歌
・
そ
の
２
／
三
句
切
れ

　

Ｂ
説
の
通
釈
例
：

　
　
　
　

人
々
は
皆
他
の
所
に
離
れ
離
れ
に
住
む
よ
う
に
な
り
、
長
年
住
み
慣
れ
た
家
に
一
人
、
た
い
そ
う
心
細
く
悲
し
く
て
、
も
の
思
い
に
ふ
け
り
な
が 

　
　
　

ら
夜
を
明
か
し
か
ね
て
、
久
し
く
便
り
の
な
い
人
に
、

　
　
　
　
　

た
だ
た
だ
茂
っ
て
行
く
蓬
の
露
に
濡
れ
な
が
ら
、
人
か
ら
訪
ね
て
も
ら
え
な
い
寂
し
さ
に
声
を
あ
げ
て
泣
く
ば
か
り
で
す
。

210310_教育研究34_縦.indb   54 2021/03/10   17:34:37



55― ―

　
　
　

そ
の
人
は
尼
な
の
で
あ
っ
た
。　

　
　
　
　
　

荒
れ
果
て
た
と
は
い
え
所
詮
俗
人
の
よ
く
あ
り
が
ち
な
私
の
家
の
蓬
に
ど
う
ぞ
思
い
を
馳
せ
て
く
だ
さ
い
。
世
を
捨
て
て
、
私
か
ら
離
れ
て
付 

　
　
　
　
　

き
合
い
を
絶
っ
て
い
る
あ
な
た
の
庭
の
草
む
ら
か
ら
（
あ
な
た
か
ら
の
お
返
事
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
）>

 

［
福
家
俊
幸
『
更
級
日
記
全
注
釈
』（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
に
拠
る
］

　

Ｃ
説
：

　
　
（
本
文
の
引
用
省
略
）

　
　
　

ｄ
～
ｆ
は
、
作
者
か
ら
「
久
し
う
お
と
づ
れ
ぬ
人
」
へ
の
一
通
の
消
息
（
手
紙
）

　

Ｃ
説
の
通
釈
例
：

　
　
　
　

と
も
に
住
ん
で
い
た
人
び
と
は
皆
よ
そ
に
離
れ
ば
な
れ
に
住
ん
で
、
私
は
長
年
暮
ら
し
た
家
に
た
っ
た
一
人
、
何
と
も
心
細
く
悲
し
く
て
、
物
思 

　
　
　

い
に
沈
ん
で
夜
を
明
か
し
か
ね
て
、
久
し
く
便
り
を
よ
こ
さ
な
い
人
に
宛
て
て
、

　
　
　
　
　

私
は
、
生
い
茂
っ
て
ゆ
く
蓬
の
露
に
袖
を
濡
ら
し
な
が
ら
、
誰
に
も
訪
う
て
も
ら
え
ず
に
声
を
あ
げ
て
泣
い
て
ば
か
り
い
る
、
か
つ
て
、
あ
な 

　
　
　
　
　

た
と
一
緒
に
宮
仕
え
の
苦
労
を
重
ね
て
、
涙
で
袖
を
濡
ら
し
て
い
た
あ
の
時
の
「
あ海

人ま
」
の
一
人
で
す
。

　
　
　
　
　

こ
の
俗
世
間
の
ど
こ
に
で
も
ふ
つ
う
に
あ
る
〈
宿
の
蓬
〉
に
、
思
い
を
馳
せ
て
く
だ
さ
い
、
今
で
は
「
あ海

人ま
」
な
ら
ぬ
「
あ
尼
ま
」
に
な
っ
て
、 

　
　
　
　
　

 

〈
宿
〉
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
〈
庭
の
叢
〉
さ
ん
。

　

さ
て
、
か
か
る
資
料
を
参
照
さ
せ
つ
つ
、
以
下
の
と
お
り
各
説
の
要
諦
を
整
理
確
認
し
て
い
っ
た
。

　

Ａ
説
は
、
ｄ
を
作
者
か
ら
の
贈
歌
、
ｆ
を
「
久
し
う
お
と
づ
れ
ぬ
人
」
か
ら
の
返
歌
と
見
、
ｅ
は
、
そ
の
ｆ
に
先
立
っ
て
、「
久
し
う
お
と
づ
れ
ぬ
人
」 

が
す
で
に
出
家
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
た
め
の
注
記
で
あ
る
、
と
す
る
。

　

ま
た
Ｂ
説
は
、
ｅ
を
注
記
と
見
る
の
は
Ａ
説
と
同
じ
だ
が
、
ｄ
・
ｆ
は
ど
ち
ら
も
作
者
か
ら
「
久
し
う
お
と
づ
れ
ぬ
人
」
へ
の
詠
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

　

Ａ
説
で
は
、
ｆ
を
二
句
切
れ
で
あ
る
、
と
い
う
。
そ
の
二
句
ま
で
の
意
味
合
い
は
、「
あ
な
た
の
所
は
、
世
の
常
の
住
居
の
蓬
で
す
よ
」
と
諭
し
た
も
の 

で
あ
る
と
い
う
の
だ
。
出
家
し
た
私
の
庭
こ
そ
荒
涼
た
る
草
む
ら
で
あ
る
、
そ
れ
を
む
し
ろ
思
い
や
っ
て
ほ
し
い
、
そ
の
よ
う
に
「
久
し
う
お
と
づ
れ
ぬ
人
」 

は
返
し
て
き
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
Ｂ
説
は
、「
そ
む
き
は
て
た
る
」｢

久
し
う
お
と
づ
れ
ぬ
人
」
に
対
し
て
、
あ
な
た
か
ら
見
れ
ば
取
る
に
足
り
な
い
私
の
暮
ら
し
を
、
そ
ち
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ら
の
庭
の
草
む
ら
か
ら
思
い
や
っ
て
ほ
し
い
と
訴
え
、
返
信
を
求
め
た
歌
、
そ
れ
が
ｆ
で
あ
る
と
い
う
わ
け
だ
。

　

さ
て
Ｃ
説
だ
が
、
当
説
が
改
め
て
着
目
し
た
の
は
、
ｄ
歌
直
前
の
「
…
久
し
う
お
と
づ
れ
ぬ
人
に
」
と
ｅ
の
あ
り
よ
う
で
あ
っ
た
。
ａ
歌
直
前
の
「
…
お

ぼ
え
て
」
以
降
の
、「
て
」
も
し
く
は
「
に
」
を
承
け
て
歌
が
詠
み
出
さ
れ
て
ゆ
く
、
歌
の
直
前
の
そ
う
し
た
接
造
の
あ
り
よ
う
に
鑑
み
て
、
ｅ
は
、
明
ら 

か
に
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
で
あ
る
こ
と
は
、
何
を
物
語
っ
て
い
る
の
か
。
そ
の
直
前
が
「
に
」
で
あ
る
こ
と
と
の
兼
ね
合

い
は
、
い
か
が
相
成
る
の
か
。
そ
こ
で
考
え
合
わ
さ
れ
た
の
が
、
消
息
（
手
紙
）
に
お
け
る
歌
文
融
合
（
歌
文
融
通
）
と
呼
ば
れ
る
文
体
で
あ
っ
た
。

　

例
え
ば
、『
枕
草
子
』
に
次
の
よ
う
な
章
段
が
あ
る
。

　
　
　
　

清
水
に
籠
り
た
り
し
に
、
わ
ざ
と
御
使
し
て
給
は
せ
た
り
し
、
唐
の
紙
の
赤
み
た
る
に
、
さ
う
に
て
、

　
　
　
　
　

 「
山
近
き
入
相
の
鐘
の
声
ご
と
に
恋
ふ
る
心
の
か
ず
は
知
る
ら
む

　
　
　

も
の
を
、
こ
よ
な
の
長
居
や
」
と
ぞ
書
か
せ
た
ま
へ
る
。

　
　
　
　

紙
な
ど
の
な
め
げ
な
ら
ぬ
も
取
り
忘
れ
た
る
旅
に
て
、
紫
な
る
蓮
の
花
び
ら
に
書
き
て
ま
ゐ
ら
す（

３
）。

見
ら
れ
る
と
お
り
、
中
宮
か
ら
の
手
紙
は
「
…
恋
ふ
る
心
の
数
は
知
る
ら
む
」
の
和
歌
で
終
わ
ら
ず
に
、
そ
の
ま
ま
「
知
る
ら
む
も
の
を
」
と
続
い
て
い
る

の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
散
文
で
あ
る
、
と
も
見
做
し
得
る
の
で
あ
る
。
清
少
納
言
の
帰
り
を
ひ
た
す
ら
に
待
ち
わ
び
る
気
持
ち
の
表
出
を
趣
意
と
し
な
が
ら

も
批
難
め
く
、
和
歌
と
も
散
文
と
も
つ
か
ぬ
そ
の
表
現
は
、
い
か
に
も
互
い
に
心
を
許
し
あ
っ
た
知
的
な
女
性
ど
う
し
の
優
雅
な
こ
と
ば
遊
び
で
あ
り
、
文

体
の
工
夫
の
発
現
な
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
文
体
を
、
今
ま
さ
に
ｄ
～
ｅ
に
も
見
出
し
得
る
と
考
え
る
と
き
、『
更
級
日
記
』
は
読
み
換
え
ら
れ
る
、
と
考
え
た
の
が
Ｃ
説
で
あ
っ
た
。

　

Ｃ
説
は
そ
こ
で
次
に
は
、
そ
の
「
読
み
換
え
」
に
向
け
た
論
理
を
支
え
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、『
更
級
日
記
』
そ
の
も
の
の
中
の
次
の
一
節
を
導
き 

入
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

う
ら
う
ら
と
の
ど
か
な
る
宮
に
て
、
同
じ
心
な
る
人
三
人
ば
か
り
、
物
語
な
ど
し
て
、
ま
か
で
て
ま
た
の
日
、
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
、
恋
し
う
思 

　
　

ひ
出
で
ら
る
れ
ば
、
二
人
の
中
に
、
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袖
濡
る
る
荒
磯
浪
と
知
り
な
が
ら
と
も
に
か
づ
き
を
せ
し
ぞ
恋
し
き

　
　

と
聞
こ
え
た
れ
ば
、

　
　
　
　

荒
磯
は
あ
さ
れ
ど
何
の
か
ひ
な
く
て
う
し
ほ
に
濡
る
る
海
人
の
袖
か
な

　
　

い
ま
一
人
、

　
　
　
　

み
る
め
生
ふ
る
浦
に
あ
ら
ず
は
荒
磯
の
浪
間
か
ぞ
ふ
る
海
人
も
あ
ら
じ
を

作
者
に
は
、
同
朋
「
二
人
」
が
存
し
た
。「
袖
」
を
濡
ら
し
な
が
ら
も
「
同
じ
心
」
で
「
荒
磯
」
に
て
「
か
づ
き
」
を
し
た
、
す
な
わ
ち
祐
子
内
親
王
家
で 

と
も
に
辛
苦
を
味
わ
い
つ
つ
仕
え
た
、
そ
の
思
い
出
を
作
者
が
詠
み
贈
っ
た
と
こ
ろ
、「
二
人
」
は
と
も
に
「
海
人
」
の
語
を
も
っ
て
応
じ
た
と
い
う
の
だ

が
、
Ｃ
説
は
、
こ
の
「
二
人
」
の
う
ち
の
一
人
こ
そ
、「
久
し
う
お
と
づ
れ
ぬ
人
」
そ
の
人
で
あ
る
と
見
立
て
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
そ
の
う
え
で
ｄ
～
ｅ
の
本
文
を
、
Ｃ
説
は
次
の
よ
う
に
改
修
す
る
。

　
　
　
「 

茂
り
ゆ
く
蓬
よ
も
ぎ
が
露
に
そ
ぼ
ち
つ
つ
人
に
訪と

は
れ
ぬ
音ね

を
の
み
ぞ
泣
く
…
ｄ

　
　
　

あ
ま
な
る
人
な
り
。
…
ｅ

　
　
　
　

世
の
常
の
宿
の
蓬
を
思
ひ
や
れ
そ
む
き
は
て
た
る
庭
の
叢

く
さ
む
ら

 

」
…
ｆ

そ
う
、
ｄ
～
ｆ
を
、
一
通
の
消
息
と
見
る
の
で
あ
る
。
先
の
、『
枕
草
子
』
の
実
例
の
よ
う
に
。
こ
れ
を
受
取
り
読
み
は
じ
め
る
者
は
、
韻
文
の
律
動
を
感 

じ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
冒
頭
か
ら
「
音
を
の
み
ぞ
泣
く
」
ま
で
が
和
歌
の
韻
律
に
一
致
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
「
泣
く
」
で

は
終
わ
ら
ず
に
、「
あ
ま
な
る
人
な
り
」
に
出
会
い
、
そ
の
地
続
き
の
意
味
合
い
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
か
つ
て
の
朋
輩
た
る
書
き
手
か
ら
の
そ 

の
文
面
は
、
彼
女
の
目
に
い
か
に
映
じ
た
で
あ
ろ
う
か
。
い
つ
も
涙
で
袖
を
濡
ら
し
て
い
た
「
過
去
」
を
呼
び
覚
ま
さ
せ
、
過
去
と
変
わ
る
こ
と
な
く
涙
に

袖
を
濡
ら
し
て
い
る
と
い
う
「
現
在
」
を
も
知
ら
し
め
る
そ
の
︿
散
文
﹀
は
、
長
き
に
わ
た
っ
て
音
信
を
途
絶
さ
せ
て
き
た
受
取
り
手
に
対
し
て
、
作
者
か

ら
の
挨
拶
の
役
割
を
果
た
し
つ
つ
、
そ
れ
以
上
の
意
味
合
い
を
誘
発
す
る
で
あ
ろ
う
文
言
で
あ
る
、
と
Ｃ
説
は
言
う
の
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
、
Ｃ
説
は
、
ｅ
を
、
注
記
と
は
見
な
い
。「
あ
ま
」
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
、
か
つ
て
の
同
朋
た
る
こ
と
を
象
徴
的
に
表
象
す
る
符
牒
で
あ
り
、 

210310_教育研究34_縦.indb   57 2021/03/10   17:34:37



58― ―

そ
の
内
奥
で
、
一
つ
に
は
、
な
お
も
袖
を
濡
ら
す
「
海
人
」
た
る
詠
み
手
の
︿
い
ま
﹀
を
定
位
し
、
も
う
一
つ
に
は
、「
そ
む
き
は
て
」
て
既
に
「
尼
」
と

な
っ
て
い
る
受
取
り
手
の
許
に
届
い
た
時
点
で
そ
の
者
の
︿
い
ま
﹀
を
問
い
か
け
も
す
る
、
い
わ
ば
仕
組
ま
れ
た
こ
と
ば
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
「
あ

ま
」
を
含
む
「
あ
ま
な
る
人
な
り
」
を
経
て
、
最
終
歌
は
届
け
ら
れ
、
読
ま
れ
る
行
文
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
最
終
歌
は
、「
世
の
常
の
」
と
「
そ
む
き
は
て
た
る
」、「
宿
の
蓬
」
と
「
庭
の
叢
」
と
の
対
称
が
、
実
に
際
や
か
で
あ
る
。「
宿
」
と
「
庭
」
と
い
う

分
か
ち
難
く
結
び
合
う
こ
と
ば
を
冠
し
て
、「
蓬
」
と
「
叢
」
と
い
う
同
位
・
同
列
の
こ
と
ば
に
自
己
と
相
手
と
を
そ
れ
ぞ
れ
喩
え
得
た
の
は
、
Ｃ
説
の
論 

理
に
従
え
ば
、
あ
く
ま
で
も
両
者
が
、
か
つ
て
の
同
朋
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

果
た
し
て
Ｃ
説
に
よ
れ
ば
、
こ
の
作
品
は
、「
世
の
常
の
」、
す
な
わ
ち
俗
世
間
の
一
般
の
暮
ら
し
ぶ
り
に
と
ど
ま
る
作
者
が
、「
そ
む
き
は
て
た
る
」、
す

な
わ
ち
出
家
し
お
お
せ
て
俗
世
間
と
の
交
わ
り
を
絶
っ
た
、
ゆ
え
に
「
久
し
う
お
と
づ
れ
」
な
く
な
っ
た
「
人
」
に
宛
て
、
お
互
い
が
「
お
な
じ
心
」
を
分

か
ち
合
っ
た
者
ど
う
し
で
あ
れ
ば
こ
そ
理
解
可
能
な
言
葉
と
文
体
と
を
用
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
過
ご
し
た
時
を
経
て
今
そ
こ
に
あ
る
生
を
、
と
も
ど
も
に
確

認
し
合
え
る
こ
と
を
望
ん
で
し
た
た
め
た
、
そ
の
よ
う
な
消
息
文
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

＊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

引
き
合
わ
せ
は
、
文
章
量
的
に
は
、
は
し
な
く
も
Ｃ
説
に
偏
重
す
る
恰
好
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
し
か
し
、
或
る
意
味
で
は
、
生
徒
た
ち
の
、
Ａ
・
Ｂ
両

説
に
対
し
て
覚
え
た
違
和
感
を
、
Ｃ
説
な
ら
ば
雪す

す

ぐ
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
、
生
徒
へ
の
挑
み
の
あ
り
よ
う
そ
の
も
の
で
も
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
生
徒
た
ち
は
、
二
句
切
れ
／
三
句
切
れ
の
当
否
に
対
し
て
精
確
な
判
断
を
下
す
ま
で
の
知
識
・
才
知
こ
そ
さ
す
が
に
持
ち
合
わ
せ
な
か
っ
た

け
れ
ど
も
、
Ａ
説
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
Ａ
説
が
説
く
よ
う
な
ｄ
の
歌
に
対
し
て
、
同
じ
く
Ａ
説
の
説
く
よ
う
な
ｆ
の
歌
が
返
っ
て
く
る
こ
と
の
違
和
、 

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
ｆ
の
歌
で
そ
の
ま
ま
作
品
が
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
疑
問
、
さ
ら
に
は
、
何
ら
か
の
事
情
に
よ
っ
て
執
筆
が
断
止
し
た
ま
ま
に
な 

っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
っ
た
よ
う
な
説
明
に
対
す
る
抵
抗
と
言
っ
て
も
よ
い
よ
う
な
不
納
得
等
々
が
反
応
の
中
に
は
あ
っ
た
し
、
一
方
の
Ｂ
説
に
つ
い
て

も
、
相
手
で
あ
る
「
久
し
う
お
と
づ
れ
ぬ
人
」
の
庭
を
「
草
む
ら
」
と
見
立
て
る
謂い

わ
れ
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
同
位
・
同
列
に
扱
っ
た
の
だ
と

し
て
、
そ
う
扱
い
得
る
根
拠
な
い
し
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
疑
問
、
さ
ら
に
は
、
ｄ
・
ｆ
と
も
に
作
者
か
ら
の
歌
で
あ
る
の
に
、

な
ぜ
注
記
が
そ
の
間
に
割
っ
て
入
る
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
そ
れ
な
ら
ば
む
し
ろ
、
た
と
え
ば
ｄ
の
前
に
、「
久
し
う
お
と
づ
れ
ぬ
、
尼

な
る
人
に
」
と
い
っ
た
書
き
方
が
で
き
た
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
こ
そ
が
自
然
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
不
審
が
示
さ
れ
、
ま
た
、
最
後
の
閉
じ
ら
れ
方
に
鑑
み

て
、
作
者
は
ほ
ん
と
う
に
返
信
（
返
歌
）
を
求
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
っ
た
疑
義
も
呈
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
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念
の
た
め
言
い
添
え
て
お
け
ば
、
Ｃ
説
が
授
業
担
当
者
の
一
人
で
あ
る
金
井
の
旧
稿（
４
）
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
授
業
の
最
後
ま
で
明
か
す
こ
と
は
し

な
か
っ
た
が
、
そ
の
Ｃ
説
と
て
、『
更
級
日
記
』
総
体
の
理
解
を
歪
め
ぬ
保
証
な
ど
、
む
ろ
ん
ど
こ
に
も
な
い
。
た
だ
、
授
業
担
当
者
と
し
て
の
金
井
は
、 

Ｃ
説
が
、
描
か
れ
た
「
孝
標
女
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
に
歪
み
や
分
裂
を
き
た
す
こ
と
な
く
最
も
滑
ら
か
に
一
つ
の
像
を
結
ぶ
も
の
と
考
え
て
い
る
。

　

い
っ
た
い
、
人
が
人
に
、
か
く
生
き
る
べ
し
と
振
り
か
ぶ
り
説
き
ふ
せ
る
の
で
は
な
し
に
、
親
し
み
を
も
っ
て
温
か
く
注
ぎ
ゆ
く
心
の
琴
線
、
そ
れ
は
、

出
会
い
や
喜
び
や
愉
し
み
と
い
っ
た
温
か
な
も
の
た
ち
の
対
極
に
あ
る
、
別
れ
や
辛
さ
や
苦
し
み
と
い
っ
た
冷
や
や
か
な
も
の
た
ち
を
も
し
っ
か
り
と
受
け

と
め
て
き
た
者
こ
そ
が
抱
え
得
る
も
の
と
考
え
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
「
温
か
な
も
の
」
と
「
冷
や
や
か
な
も
の
」
と
を
と
も
ど
も
味
わ
う
／
味
わ 

っ
た
こ
と
を
平
凡
な
生
活
と
呼
ぶ
と
し
て
、
作
者
の
用
い
た
「
世
の
常
」
の
表
現
こ
そ
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
そ
の
「
平
凡
」
の
謂
い
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

そ
う
い
う
表
現
を
使
う
こ
と
の
で
き
た
作
者
は
、
薬
師
仏
に
願
い
、
阿
弥
陀
仏
に
す
が
る
自
己
を
、
あ
る
い
は
望
ん
で
し
ま
う
、
寂
し
さ
や
悲
し
さ
に
打

ち
沈
ん
で
し
ま
う
自
己
の
「
弱
さ
」
を
、
決
し
て
秘
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
自
己
の
物
語
へ
の
憧
憬
・
耽
溺
に
係
る
、
あ
え
て
今
日
的
に
い
う
な
れ
ば
黒
歴

史
を
、
齢
を
重
ね
て
な
お
断
ち
切
れ
て
は
い
ぬ
、
も
っ
と
言
え
ば
、「
物
語
」
を
信
じ
て
已
ま
ぬ
お
の
が
心
性
を
、
実
は
率
直
に
露
呈
せ
し
め
て
い
た
と
も

読
め
る
だ
ろ
う
。
作
者
は
、
言
い
得
べ
く
ん
ば
、
あ
る
が
ま
ま
、
な
の
で
あ
っ
た
。
過
去
の
あ
り
の
ま
ま
を
受
け
入
れ
、
今
を
あ
る
が
ま
ま
に
生
き
、
こ
れ

か
ら
も
ま
た
、
あ
る
が
ま
ま
に
「
た
だ
よ
ふ
」
ば
か
り
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
自
分
を
生
き
て
い
く
の
は
自
分
で
あ
る
。
他
人
で
は
な
い
。
そ
の
意
味

を
知
っ
て
い
た
の
が
『
更
級
日
記
』
の
作
者
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
自
分
が
自
分
を
生
き
て
い
く
の
と
同
様
に
、
人
も
ま
た
そ
の
人
を
生
き

て
ゆ
く
そ
の
真
理
を
、
夫
を
失
い
親
族
に
去
ら
れ
、
あ
り
と
あ
る
辛
酸
を
な
め
悲
哀
を
味
わ
っ
て
、
た
っ
ぷ
り
と
悟
っ
て
い
た
の
が
彼
女
で
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
、
あ
の
最
後
の
場
面
に
は
、
作
者
の
、「
久
し
う
お
と
づ
れ
ぬ
人
」
へ
の
負
い
目
も
引
け
目
も
無
け
れ
ば
、
羨
望
も
期
待
も
無
い
。
む
し
ろ
、
そ 

れ
ぞ
れ
の
過
去
や
宿
運
を
背
負
っ
て
今
を
生
き
る
お
互
い
は
、
そ
の
ま
ま
そ
れ
ぞ
れ
を
生
き
て
い
け
ば
よ
い
、
そ
れ
が
あ
の
「
宿
の
蓬
」
と
「
庭
の
叢
」
と

い
う
同
位
・
同
列
表
現
に
込
め
ら
れ
た
意
味
合
い
で
あ
っ
た
、
と
読
む
の
だ
が
、
い
っ
た
い
「
庭
の
草
む
ら
」
と
い
う
表
記
を
踏
襲
し
て
き
た
掉
尾
の
一
首

の
結
句
の
そ
れ
を
敢
え
て
「
庭
の
叢
」
に
作
る
こ
と
で
右
の
意
味
合
い
を
象
徴
的
明
示
的
に
か
た
ど
っ
た
Ｃ
説
が
、
か
く
し
て
「
孝
標
女
」
を
最
も
滑
ら
か

に
説
明
し
得
る
、
そ
う
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
授
業
中
、
私
は
ゆ
く
り
な
く
も
『
阿
弥
陀
経
』
の
説
く
「
俱く

会え

一い
つ
し
よ処
」
を
想
い
起
こ
し
て
い
た
。
離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
た
者
同
士
も
、
西
方

浄
土
で
は
再
び
会
え
る
と
の
教
え
が
、
彼
女
に
は
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
最
後
の
消
息
文
は
彼
女
の
そ
う
し
た
思
い
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
も
思
え
た
の
で
あ
る
。

210310_教育研究34_縦.indb   59 2021/03/10   17:34:37



60― ―

　

最
後
の
授
業
を
了
え
、
課
題
と
し
て
提
出
を
求
め
た
振
り
か
え
り
シ
ー
ト
に
、「『
更
級
日
記
』
っ
て
、『
東
』
か
ら
始
ま
っ
て
、
最
後
は
西
方
を
向
い
て
ま
す

ね
」
と
し
た
た
め
た
女
子
生
徒
の
明
敏
な
理
会
を
多
と
す
る
と
同
時
に
、
経
た
授
業
の
無
駄
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
一
縷
の
安
堵
を
覚
え
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

な
お
、
最
後
に
付
け
た
り
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

 

『
更
級
日
記
』
が
、
諸
氏
が
説
き
来
た
っ
た
と
お
り
祐
子
内
親
王
そ
の
人
や
配
下
の
女
房
た
ち
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
書
か
れ
た
の
だ
と
し
て
、

ま
た
、
冒
頭
の
「
あ
づ
ま
路
の
道
の
果
て
」
な
る
表
現
に
、
当
の
内
親
王
家
に
作
者
が
仕
え
た
際
の
候
名
「
常
陸
」
が
ひ
そ
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
し
て（

５
）
、

い
ま
、
そ
れ
と
ち
ょ
う
ど
対
を
成
す
よ
う
に
、
こ
の
擱
筆
部
で
も
、
か
つ
て
同
家
に
仕
え
た
同
朋
に
宛
て
た
消
息
文
に
よ
っ
て
作
品
を
閉
じ
る
と
い
う
か
た

ち
で
同
内
親
王
に
係
る
文
脈
が
敷
設
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
右
の
「
前
提
」
の
蓋
然
性
は
さ
ら
に
高
ま
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

［
注
］

（
１
）　　

和
田
律
子
・
福
家
俊
幸
編
『
更
級
日
記 
上
洛
の
記
千
年

―
東
国
か
ら
の
視
座 

武
蔵
野
書
院
創
業 

百
周
年
記
念
論
集
』（
武
蔵
野
書
院
、二
〇
二
〇
年
七
月
二
〇
日
）。
同
書
は
、所
収
論
攷
・
寄
稿
文
の
充
実
に 

　
　
　

加
え
て
、カ
バ
ー
に
宮
城
県
仙
台
市
出
身
の
日
本
画
家
・
太
田
聴
雨
（
一
八
九
六
～
一
九
五
八
）
筆
の
︽
更
級
日
記
︾（
一
九
四
二
年
作
）
を
採
り
用
い
、帯
に
は
孝
標
女
が
上
洛
に
向
か 

　
　
　

っ
た
そ
の
出
立
ゆ
か
り
の
地
で
あ
る
市
原
市
の
小
出
讓
治
市
長
の
推
薦
文
を
掲
げ
、
付
録
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
は
「
市
原
市
国
分
寺
台
区
画
整
理
前
原
形
測
量
図
」
を
収
め
、
さ
ら
に
は
、
カ
バ
ー 

　
　
　

に
用
い
ら
れ
た
絵
を
そ
の
ま
ま
裏
に
刷
っ
た
絵
葉
書
ま
で
も
が
添
え
ら
れ
た
、
千
年
紀
記
念
へ
の
思
い
溢
れ
る
、
素
敵
な
大
冊
で
あ
る
。

（
２
）　　

以
下
、『
更
級
日
記
』
本
文
の
引
用
は
御
物
本
『
更
級
日
記
』（
複
製
本
）
に
拠
り
、
私
に
漢
字
を
当
て
、
句
読
・
濁
を
加
点
す
る
な
ど
し
て
掲
出
す
る
。

（
３
）　　

引
用
は
、
便
宜
上
、
松
尾
聰
・
永
井
和
子
校
注
・
訳
『
枕
草
子
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
18
、
小
学
館
、
一
九
九
七
年
）
に
拠
っ
た
。
ち
な
み
に
、
同
書
で
は
二
二
五
段
で
あ
る
。

（
４
）　　

拙
稿
「
た
っ
た
ひ
と
り
へ
の
自
恃
、あ
る
い
は
『
海
人
な
る
人
な
り
』

―
『
更
級
日
記
』
擱
筆
部
私
見

―
」（
中
央
大
学
文
学
部
『
紀
要
』
文
学
科
第
八
一
号
、一
九
九
八
年
三
月
） 

　
　
　

な
ら
び
に
「『
更
級
日
記
』
の
終
わ
り
は
仮
名
消
息
で
あ
る

―
歌
文
融
通
文
体
へ
の
ま
な
ざ
し
、
も
し
く
は
『
源
氏
』
を
書
き
継
い
だ
身
物
語

―｣

（『
教
育
・
研
究
』
第
二
四
号
、 

　
　
　

二
〇
一
一
年
三
月
）
で
あ
る
。

（
５
）　　

常
陸
が
候
名
で
あ
っ
た
可
能
性
へ
の
言
及
に
つ
い
て
は
深
澤
徹
『
都
市
空
間
の
文
学

―
藤
原
明
衡
と
菅
原
孝
標
女

―
』（
新
典
社
、
二
〇
〇
八
年
）
が
先
行
し
、
ま
た
、『
更
級
日 

　
　
　

記
』
が
祐
子
内
親
王
家
で
の
享
受
を
想
定
し
て
書
か
れ
た
こ
と
へ
の
論
及
に
つ
い
て
は
土
方
洋
一
「
中
宮
彰
子
の
文
化
圏
と
文
学
世
界
」（
桜
井
宏
徳
・
中
西
智
子
・
福
家
俊
幸
編
『
藤
原 

　
　
　

彰
子
の
文
化
圏
と
文
学
世
界
』
武
蔵
野
書
院
、二
〇
一
八
年
）
も
あ
る
が
、福
家
俊
幸
『
更
級
日
記
全
注
釈
』（
角
川
学
芸
出
版
、二
〇
一
五
年
）
の
「
解
説
」
は
、蓋
然
性
を
厳
し
く
見 

　
　
　

極
め
る
べ
く
諸
点
へ
の
目
配
り
は
委
曲
を
尽
く
し
て
間
然
す
る
と
こ
ろ
な
く
、
す
ぐ
れ
て
説
得
的
で
あ
る
。
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