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問
題
は
次
の
ペ
ー
ジ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
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一　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
よ
。

　

思
っ
た
こ
と
を
う
ま
く
口
に
出
せ
な
い
と
い
う
「
感
じ
」
が
、
本
書
の
始
ま
り
だ
っ
た
。
そ
の
異

（
注
１
）

和
感
か
ら
出
発
し
て
「
書
く
」
こ
と
は
論
理
的
思
考
を

呼
び
寄
せ
、
そ
の
思
考
こ
そ
が
「
書
く
」
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
、
普
遍
性
の
あ
る
言
葉
を
探
り
当
て
る
。
そ
の
先
で
私
た
ち
が
出
あ
う
の
は
、
自
分
の
世
界
が

ひ
と
ま
わ
り
広
く
て
多
様
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
感
じ
だ
。
そ
の
「
感
じ
」
の
こ
と
を
、
私
た
ち
は
「
自
由
」
と
い
う
言
葉
で
呼
ぶ
。
異
和
感
か
ら
出
発
し
て

「
書
く
」
こ
と
の
先
で
私
た
ち
が
出
あ
う
の
は
、
こ
の
「
自
由
」
な
の
で
あ
る
。

　

本
書
全
体
を
通
し
て
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
論
理
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
た
ち
は
現
実
へ
の
異
和
感
を
表
明
し
、
別
の
社
会
の
あ
り
方
を
着
想
し
た

り
、
よ
り
自
由
に
生
き
る
手
が
か
り
を
得
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
社
①

会
の
現
実
と
出
あ
い
直
す
こ
の
過
程
の
全
体
が
、「
書
く
」
と
い
う
作
業
だ
。
だ

が
、「
書
く
」
過
程
で
の
論
理
的
思
考
は
、
現
実
へ
の
単
な
る
拒
絶
や
立
場
の
異
な
る
者
へ
の
攻
撃
、
糾
弾
を
意
味
し
て
い
な
い
。「
論
理
」
と
い
う
言
葉
の
硬

く
冷
た
い
イ
メ
ー
ジ
と
は
ウ
a

ラ
ハ
ラ
に
、
論
理
的
思
考
が
や
わ
ら
か
な
言
葉
を
ト
b

ぎ
出
す
こ
と
が
、
む
し
ろ
重
要
な
の
だ
。
そ
し
て
、
と
き
に
論
理
的
思
考

は
美
し
い
言
葉
を
詠う

た

う
こ
と
さ
え
あ
る
。
本
書
の
締
め
く
く
り
に
近
づ
い
た
い
ま
、
そ
の
よ
う
に
詠う

た

わ
れ
た
言
葉
を
読
者
と
共
有
し
た
い
。

　

紹
介
す
る
の
は
、
詩
人
・
吉
野
弘ひ

ろ
しに

よ
る
「
香
水
／
グ
ッ
ド
・
ラ
ッ
ク
」
と
題
さ
れ
た
一
篇ぺ

ん

の
詩
で
あ
る
。
約
半
世
紀
前
に
詠
ま
れ
た
こ
の
詩
は
、
当
時
の

日
本
の
テ
レ
ビ
画
面
に
映
し
出
さ
れ
た
一
人
の
ア
メ
リ
カ
兵
を
題
材
に
し
て
い
る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
る
こ
の
ア
メ
リ
カ
兵
は
、
当
時
ベ
ト
ナ
ム
で
く
り

広
げ
ら
れ
て
い
た
終
わ
り
の
見
え
な
い
ド
c

ロ
ヌ
マ
と
化
し
た
戦
争
の
戦
地
へ
帰
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
②

の
兵
士
を
凝
視
し
て
書
か
れ
た
言
葉
は
、
ど
の
よ
う

な
異
和
感
を
起
点
に
し
て
生
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
筆
者
が
言
葉
を
ト
ぎ
出
す
論
理
的
思
考
を
共
有
す
る
と
き
、
読
み
手
で
あ
る
私
た
ち
の
中
に
は
ど
の
よ

う
な
思
い
が
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
か
。

香　

水　
　

―
―
グ
ッ
ド
・
ラ
ッ
ク

��五
日
間
の
キ
d

ュ
ウ
カ
を
終
え
／
日
本
の
テ
レ
ビ
の
画
面
か
ら
／
ベ
ト
ナ
ム
に
帰
る
と
い
う
／
兵
士
に

��グ
ッ
ド
・
ラ
ッ
ク
／
司
会
者
は
／
そ
う
、
餞た

む

け
し
た

��年
は
二
十
歳
／
恋
人
は
ま
だ
い
ま
せ
ん
／
け
わ
し
い
眉
に
微
笑
が
走
る
／
米
国
軍
人
・
ク
ラ
ー
ク
一
等
兵
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��司
会
者
が
聞
い
た
／
戦
場
に
帰
り
た
く
な
い
と
い
う
気
持
が
／
少
し
は
あ
り
ま
す
か

��君
が
答
え
た
／
あ
り
ま
す
が
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
ま
す

��戦
う
心
の
拠よ

り
ど
こ
ろ
は
／
何
で
す
か

��―
―
や
は
り
、
祖
国
の
自
由
を
守
る
／
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か

��小
柄
で
、
眼め

が
鋭
い

��細
い
線
を
曳ひ

い
て
迎
え
に
く
る
一
条
の
死
／
キ
e

ビ
ン
に
、
避
け
よ
、
と
／
戦
場
は
／
君
の
わ
ず
か
な
贅ぜ

い

肉に
く

を
さ
ら
に
殺そ

ぎ
／
余
分
な
脂
肪
と
懐
疑
を
抜
き

と
り
／
筋
肉
を
細
く
強
く
、
し
な
や
か
に
し
た

��こ
れ
だ
／
戦
場
の
鍛
え
か
た
は

��そ
の
戦
場
に
帰
ろ
う
と
す
る
君
の
背
に
／
グ
ッ
ド
・
ラ
ッ
ク

��祝
福
を
与
え
よ
う
と
し
て
手
に
取
り
／
―
―
落
と
し
て
砕
い
て
し
ま
っ
た
／
小
さ
な
高
貴
な
香
水
瓶
／
の
叫
び
の
よ
う
だ
っ
た
言
葉

��グ
ッ
ド
・
ラ
ッ
ク

��な
ん
て
、
ひ
ど
い
生
の
破
片
、
死
の
匂
い

��た
ち
こ
め
る
強
烈
な
匂
い
の
中
に
／
溶
け
入
る
よ
う
／
蒼そ

う

白は
く

な
画
面
に
／
君
は
／
消
え
た

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

�

（
吉
野
弘
『
吉
野
弘
詩
集
』「
感
傷
旅
行
」〔
青
土
社
〕
よ
り
）
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優
れ
た
詩
を
分
析
的
に
解
説
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
い
い
読
み
方
と
は
い
え
な
い
。
説
明
な
ど
な
く
て
も
「
わ
か
っ
た
」
と
い
う
感
覚
が
や
っ
て
く
れ
ば
、

そ
れ
で
十
分
な
の
だ
か
ら
。
詩
③

の
言
葉
は
論
理
の
言
葉
と
は
違
う
。
だ
が
、
そ
こ
に
は
論
理
的
な
思
考
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
詩
人
が
発
す
る
言
葉

は
、
し
ば
し
ば
世
界
へ
の
究
極
的
な
異
和
感
の
表
明
と
も
な
る
。
言
葉
が
最
も
沈
黙
に
近
づ
く
奥
底
か
ら
表
出
さ
れ
た
異
和
感
と
い
っ
て
も
い
い
。
そ
し
て
異

和
感
を
突
き
詰
め
た
と
こ
ろ
に
は
、
必
ず
論
理
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
私
た
ち
は
、
こ
の
詩
の
背
後
に
あ
る
「
論
理
性
」
を
、
詩
の
良
さ
を
だ
い
な
し
に
し
な
い
程
度
の
説
明
に
留と

ど

め
て
締
め
く
く
り
に
向
か
う
こ
と
に
し

よ
う
。

　

詩
の
最
初
の
部
分
で
は
、
司
会
者
と
兵
士
の
間
で
普
通
と
思
え
る
や
り
と
り
が
交
わ
さ
れ
る
。
型
ど
お
り
と
思
え
る
兵
士
の
答
え
も
、
お
そ
ら
く
本
心
か
ら

の
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
若
い
兵
士
の
様
子
を
テ
レ
ビ
の
画
面
で
見
て
い
た
詩
人
は
、
彼
④

が
戦
場
に
赴
く
や
、
た
ち
ま
ち
機
械
の
よ
う
な
殺
人

マ
シ
ー
ン
と
化
し
て
し
ま
う
光
景
を
想
像
す
る
。
目
の
前
の
テ
レ
ビ
に
映
る
普
通
の
若
者
と
、
戦
場
に
お
け
る
殺
人
マ
シ
ー
ン
―
―
そ
こ
に
強
烈
な
現
実
の
裂

け
目
が
露
出
す
る
。
詩
人
が
そ
の
裂
け
目
に
そ
そ
ぐ
ま
な
ざ
し
の
底
に
あ
る
も
の
こ
そ
、
異
和
感
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
、
詩
⑤

人
が
覚
え
た
真
の
異
和
感
は
も
う
ひ
と
つ
先
に
あ
る
。
司
会
者
は
帰
り
ゆ
く
兵
士
に
「
グ
ッ
ド
・
ラ
ッ
ク
」
と
い
う
「
餞た

む

け
」
の
言
葉
を
投

げ
か
け
た
。
詩
人
は
、
そ
の
言
葉
が
実
は
い
か
に
残
酷
な
響
き
を
持
つ
か
を
感
じ
取
る
。
戦
場
と
い
う
死
地
に
向
か
っ
て
ゆ
く
兵
士
に
「
幸
運
を
！
」
と
い
う

の
は
、
不
治
の
病
人
に
「
元
気
で
ね
」「
が
ん
ば
っ
て
ね
」
と
い
う
の
に
等
し
い
。「

※

」
の
よ
う
に
、
人
を
励
ま
す
は
ず
の
言
葉
が
、

当
事
者
に
は
か
ぎ
り
な
く
残
酷
な
言
葉
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
を
発
し
た
司
会
者
は
、
気
づ
い
て
い
な
い
。
テ
レ
ビ
も
半
ば
あ
た
り
ま
え
の

光
景
で
あ
る
か
の
よ
う
に
映
し
出
し
、
人
々
は
そ
れ
を
眺
め
て
い
る
。
詩
人
は
そ
の
現
実
を
前
に
し
て
「
な
ん
て
、
ひ
ど
い
生
の
破
片
、
死
の
匂
い
」
と
い
う

言
葉
を
紡つ

む

ぎ
出
す
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
よ
り
根
源
的
な
筆
者
の
異
和
感
が
あ
る
。
こ
の
異
和
感
の
表
出
に
よ
り
、
詩
人
は
最
後
に
は
若
い
兵
士
の
側
に
寄

り
添
っ
て
い
る
。「
た
ち
こ
め
る
強
烈
な
匂
い
の
中
に
／
溶
け
入
る
よ
う
／
蒼
白
な
画
面
に
／
君
は
／
消
え
た
」
と
い
う
詩
句
の
余
韻
は
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
と

と
も
に
私
た
ち
の
中
に
響
き
、
深
く
浸
透
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

現
代
を
生
き
る
私
た
ち
の
目
の
前
に
は
、
落
と
し
て
砕
い
て
し
ま
っ
た

※

の
破
片
が
、
い
ま
こ
の
と
き
も
無
数
に
散
ら
ば
っ
て
は
い

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

現
実
を
リ
ア
ル
に
見
る
こ
と
を
抜
き
に
、
そ
の
本
質
を
抽ひ

き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
分
で
「
書
く
」
と
い
う
こ
と
を
く
ぐ
ら
な
け
れ
ば
、
思
い
の
核
に

あ
た
る
も
の
を
抽
き
出
し
て
把
握
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。「
書
く
」
こ
と
を
通
じ
て
論
理
的
思
考
が
生
ま
れ
、
論
理
的
思
考
が
普
遍
性
の
あ
る
言
葉
を
探
り

当
て
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
私
た
ち
は
現
実
に
飲
ま
れ
る
こ
と
を
拒
み
、
自
分
の
異
和
感
を
他
の
人
に
届
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
だ
か
ら
詩
人

は
、
そ
し
て
私
た
ち
は
「
書
く
」
の
だ
。
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私
は
そ
れ
を
「
自
⑥

分
の
言
葉
を
持
っ
て
リ
ア
ル
に
生
き
る
」
と
言
っ
て
い
る
。

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

�

（
大
堀
精
一
『
小
論
文　

書
き
方
と
考
え
方
』
に
よ
る
）

　

（
注
１
）　

 

異
和
感　
　

…　

一
般
に
い
う
「
違
和
感
」
の
こ
と
。
自
分
の
内
部
で
感
じ
取
っ
た
生
理
的
・
身
体
的
な
異
状
の
感
覚
を
、
医
療
用
語
で
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
よ
う
に
書
く
こ
と
が
あ
る
。
学
習
漢
字
と
し
て
は
「
違
和
」
が
望
ま
し
い
が
、
本
設
問
で
は
以
降
の
設
問
も
「
異
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

感
」
に
統
一　
し
て
扱
う
。　

問
一　

波
線
部
ａ
～
ｅ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
せ
。
楷
書
で
丁
寧
に
書
く
こ
と
。

問
二 　

文
中
の
空
欄
部

※

に
共
通
し
て
入
る
語
句
を
、
引
用
さ
れ
て
い
る
詩
の
な
か
か
ら
九
文
字
で
抜
き
出
し
て
答
え
よ
。

問
三 　

傍
線
部
①
「
社
会
の
現
実
と
出
あ
い
直
す
こ
の
過
程
の
全
体
が
、『
書
く
』
と
い
う
作
業
だ
」
と
あ
る
が
、
筆
者
は
「
書
く
」
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
が

ど
の
よ
う
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
か
、
本
文
中
の
詩
が
引
用
さ
れ
る
前
の
部
分
か
ら
二
十
字
以
上
二
十
五
字
以
内
で
抜
き
出
し
て
答
え
よ
。

問
四 　

傍
線
部
②
「
そ
の
兵
士
を
凝
視
し
て
書
か
れ
た
言
葉
」
と
あ
る
が
、
吉
野
弘
の
詩
の
言
葉
の
ど
の
よ
う
な
点
に
注
目
し
て
、
筆
者
は
詩
を
紹
介
し
よ
う

と
し
て
い
る
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

　
　

ア
・
青
年
の
様
子
を
通
じ
て
、
多
様
で
自
由
で
あ
る
は
ず
の
世
界
を
戦
争
が
ゆ
が
め
て
い
る
こ
と
へ
の
異
和
感
を
訴
え
て
い
る
と
こ
ろ
。

　
　

イ
・
テ
レ
ビ
に
さ
ら
さ
れ
る
青
年
の
中
に
あ
る
割
り
切
れ
な
い
思
い
に
共
感
し
て
、
優
し
い
言
葉
を
さ
り
げ
な
く
投
げ
か
け
る
と
こ
ろ
。

　
　

ウ
・
テ
レ
ビ
に
よ
る
青
年
兵
士
へ
の
扱
い
に
対
す
る
異
和
感
を
き
っ
か
け
に
、
青
年
の
側
か
ら
細
や
か
に
現
実
を
と
ら
え
直
す
と
こ
ろ
。

　
　

エ
・
テ
レ
ビ
を
見
る
大
衆
の
感
覚
に
対
し
て
飲
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
青
年
に
対
し
て
感
じ
た
異
和
感
を
き
っ
ぱ
り
と
表
明
す
る
と
こ
ろ
。

　
　

オ
・
当
然
の
よ
う
に
テ
レ
ビ
が
兵
士
を
映
し
出
し
、
人
々
が
戦
争
を
傍
観
す
る
こ
と
へ
の
異
和
感
を
美
し
い
言
葉
で
訴
え
て
い
る
と
こ
ろ
。

  

問
五 　

傍
線
部
③
「
詩
の
言
葉
は
論
理
の
言
葉
と
は
違
う
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
詩
の
言
葉
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
の
こ
と
か
。
最
も
適
当
な
も
の

を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

　
　

ア
・
論
理
的
な
思
考
を
通
し
て
、
思
い
が
目
の
前
の
現
実
に
影
響
さ
れ
ず
に
読
み
手
の
感
覚
に
届
く
よ
う
に
選
ば
れ
た
言
葉
の
こ
と
。

　
　

イ
・
世
界
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
感
覚
が
極
ま
っ
て
も
な
お
異
和
感
な
く
納
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
冷
静
で
論
理
的
な
言
葉
の
こ
と
。

　
　

ウ
・
論
理
的
と
は
お
よ
そ
言
え
な
い
な
が
ら
も
、
相
手
に
分
か
っ
た
と
感
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
情
緒
に
あ
ふ
れ
た
言
葉
の
こ
と
。

　
　

エ
・
現
実
の
裂
け
目
に
対
し
て
感
じ
た
異
和
を
あ
り
の
ま
ま
に
他
者
に
届
け
る
た
め
の
、
理
屈
を
超
越
し
た
感
覚
的
な
言
葉
の
こ
と
。��
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オ
・
思
い
の
中
核
に
あ
る
も
の
を
取
り
出
す
論
理
的
な
思
考
を
行
う
目
的
に
ふ
さ
わ
し
い
、
普
遍
性
の
あ
る
飾
ら
な
い
言
葉
の
こ
と
。

��
問
六 　

傍
線
部
④
「
彼
が
戦
場
に
赴
く
や
、
た
ち
ま
ち
機
械
の
よ
う
な
殺
人
マ
シ
ー
ン
と
化
し
て
し
ま
う
光
景
を
想
像
す
る
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
筆
者
が

指
摘
し
て
い
る
詩
の
内
容
に
つ
い
て
議
論
し
た
次
の
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
の
な
か
で
、
正
し
く
な
い
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

��　

ア
・
A
さ
ん
「『
こ
れ
だ
／
戦
場
の
鍛
え
か
た
は
』
は
、
小
柄
で
目
が
鋭
い
と
い
う
兵
士
の
見
た
目
の
こ
と
に
つ
い
て
作
者
が
評
価
し
て
い
る
言
葉
だ
と

　
　
　

思
う
ん
だ
け
ど
。
迎
え
に
く
る
死
を
避
け
よ
、
と
書
い
て
あ
る
し
」

��　

イ
・
B
さ
ん
「『
余
分
な
脂
肪
と
懐
疑
を
抜
き
取
り
』
っ
て
い
う
と
、
戦
場
行
っ
た
ら
や
せ
る
っ
て
こ
と
で
し
ょ
？　

死
を
避
け
る
た
め
に
は
体
に
ぜ
い

　
　
　

肉
付
け
る
余
裕
な
ん
か
な
い
し
、
い
ろ
い
ろ
考
え
た
り
し
て
い
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
、
っ
て
い
う
こ
と
か
な
」

��　

ウ
・
C
君
「
そ
れ
を
言
っ
た
ら
は
じ
め
の
方
の
『
け
わ
し
い
眉
』
の
段
階
で
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
？　

微
笑
が
『
走
る
』
っ
て
の
も
反

　
　
　

応
速
す
ぎ
だ
し
、
そ
も
そ
も
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
そ
ん
な
に
表
情
硬
く
て
い
い
の
か
っ
て
気
も
す
る
し
」

��　

エ
・
D
さ
ん
「
素
直
で
い
い
と
い
え
ば
そ
う
だ
け
ど
、『
恋
人
は
ま
だ
い
ま
せ
ん
』
て
答
え
て
微ほ

ほ

笑え

ん
で
い
る
場
合
か
っ
て
気
が
す
る
け
ど
ね
。
戦
場
行

　
　
　

か
さ
れ
て
た
ら
恋
人
ど
こ
ろ
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
。
そ
れ
で
『
祖
国
の
自
由
を
守
る
』
っ
て
思
っ
て
い
る
ん
だ
か
ら
不
思
議
だ
よ
ね
」

��　

オ
・
E
君
「
い
や
で
も
さ
、『
戦
地
に
帰
り
た
く
な
い
と
い
う
気
持
』
が
『
少
し
は
あ
り
ま
す
』
っ
て
言
っ
て
る
ん
で
し
ょ
？　

実
際
は
け
っ
こ
う
無
理

　
　
　

し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
よ
。
そ
れ
を
自
分
で
言
う
よ
う
に
『
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
』
し
て
る
ん
な
ら
逆
に
す
ご
い
よ
な
」

��　

カ
・
F
君
「
本
音
で
は
そ
う
思
わ
な
い
、
正
し
い
と
考
え
る
は
ず
の
な
い
よ
う
な
こ
と
で
も
、
戦
場
で
生
き
抜
く
た
め
に
迷
い
な
く
選
ん
で
き
た
、
っ
て

　
　
　

と
こ
ろ
か
な
。『
祖
国
の
自
由
』
の
た
め
だ
っ
て
即
答
し
て
い
る
の
も
そ
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
」

��

問
七 　

傍
線
部
⑤
「
詩
人
が
覚
え
た
真
の
異
和
感
は
も
う
ひ
と
つ
先
に
あ
る
」
と
あ
る
が
、
詩
人
が
「
真
の
異
和
感
」
を
感
じ
て
い
る
の
は
ど
の
よ
う
な
こ

と
か
。
五
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

��

問
八　

傍
線
部
⑥
「
自
分
の
言
葉
を
持
っ
て
リ
ア
ル
に
生
き
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
八
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。



問
題
は
次
の
ペ
ー
ジ
に
続
き
ま
す
。
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
よ
。

　

東
京
で
夫
と
二
人
で
暮
す
佳
代
子
は
、
弟
夫
婦
と
地
方
で
暮
す
母
を
初
め
て
自
宅
へ
招
い
た
。
佳
代
子
の
母
は
教
養
が
あ
り
家
事
を
そ
つ
な
く
こ
な
し
、
そ

ん
な
母
を
佳
代
子
は
幼
い
頃
か
ら
誇
ら
し
く
思
っ
て
い
た
。
本
文
は
、
母
が
上
京
し
た
日
、
佳
代
子
の
家
で
夫
と
三
人
で
夕
食
を
と
る
場
面
か
ら
始
ま
る
。

　

銀
座
、
浅
草
、
日
本
橋
。
明
日
か
ら
母
を
案
内
す
る
。
母
が
居
る
間
、
佳
代
子
は
仕
事
も
休
み
を
も
ら
い
、
車
を
雇
え
ば
い
い
、
と
い
う
夫
の
言
葉
に
甘

え
、
少
し
贅ぜ

い

沢た
く

な
東
京
観
光
を
計
画
し
て
い
た
。
暮
ら
し
向
き
は
楽
で
は
な
い
け
れ
ど
、
ふ
た
り
に
は
ま
だ
子
も
お
ら
ず
、
共
稼
ぎ
で
も
あ
っ
た
か
ら
少
々
の

蓄
え
は
あ
る
の
だ
。

「
職
業
婦
人
だ
な
ん
て
」
と
夫
の
両
親
は
眉
を
ひ
そ
め
、
子
ど
も
が
で
き
な
い
こ
と
と
結
び
つ
け
て
た
び
た
び
佳
代
子
を
責
め
た
が
、
母
の
よ
う
な
女
性
に
な

り
た
く
て
タ
イ
ピ
ス
ト
と
い
う
仕
事
を
選
ん
だ
彼
女
は
、
微み

塵じ
ん

の
負
い
目
も
感
じ
な
か
っ
た
。

「
明
日
、
街
へ
出
た
ら
映
画
も
い
い
で
し
ょ
う
。
確
か
雷

（
注
１
）

蔵
の
新
し
い
の
が
封
切
ら
れ
ま
し
た
か
ら
」

夫
の
言
う
の
に
応こ

た

え
よ
う
と
し
た
母
の
口
か
ら
突
然
、
蛙か

え
るの

鳴
く
よ
う
な
音
が
漏
れ
た
。
佳
代
子
も
夫
も
何
事
が
起
こ
っ
た
の
か
と
母
の
口
元
を
凝
視
し
た
。

そ
れ
が
大
き
な
ゲ
ッ
プ
で
あ
る
こ
と
に
、
す
ぐ
に
は
考
え
が
行
き
着
か
な
か
っ
た
の
だ
。
夫
は
場
を
取
り
な
す
よ
う
に
「
ビ
ー
ル
の
せ
い
で
し
ょ
う
。
僕
も
よ

く
や
り
ま
す
」
と
穏
や
か
に
笑
っ
た
。
佳
代
子
は
な
に
も
言
え
ず
、
た
だ
内
心
の
動
揺
を
隠
す
の
に
必
死
だ
っ
た
。
こ
ん
な
行
儀
の
悪
い
こ
と
を
す
る
人
で
は

な
か
っ
た
。
咀そ

嚼し
ゃ
くの
音
さ
え
も
厳
し
く
注
意
す
る
人
な
の
だ
。
け
れ
ど
、
そ
の
音
に
も
っ
と
も
驚
い
て
い
た
の
は
母
自
身
に
は
違
い
な
か
っ
た
。
母
は
愕が

く

然ぜ
ん

と

し
た
様
子
で
口
を
押
さ
え
、
そ
れ
か
ら
黙
っ
て
う
つ
む
い
た
。
さ
っ
き
は
気
付
か
な
か
っ
た
が
、
母
①

の
髪
は
薄
く
、
つ
む
じ
の
辺
り
は
大
き
く
地
肌
が
見
え

て
い
た
。

　

翌
日
銀
座
へ
向
か
う
車
の
中
で
、
母
は
落
ち
着
か
な
く
身
を
揺
ら
し
「
こ
ん
な
無
駄
遣
い
は
い
け
な
い
よ
」
と
拝
む
よ
う
な
口
調
で
言
っ
た
。
並
木
通
り
で

車
を
降
り
、
和

（
注
２
）

光
や
松
坂
屋
を
眺
め
る
。
中
に
入
っ
て
み
ま
し
ょ
う
と
佳
代
子
が
誘
っ
て
も
、
な
に
も
買
わ
な
い
ん
だ
か
ら
入
っ
た
ら
申
し
訳
な
い
よ
、
と

小
声
で
返
し
て
沿
道
か
ら
建
物
を
見
上
げ
る
の
だ
。

　

そ
う
い
う
と
き
の
母
の
身か

ら
だ体

は
、
妙
な
具
合
に
曲
が
っ
て
い
た
。
腰
が
曲
が
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
う
、
ち
ょ
う
ど
子
供
を
お
ぶ
っ
た
と
き
の

よ
う
な
、
背
中
の
重
く
傾か

し

い
だ
形
に
よ
く
似
て
い
た
。
母
の
背
は
も
う
ピ
ン
と
張
っ
て
は
い
な
い
。
そ
こ
に
は
も
う
、
な
に
か
が
貼
り
付
い
て
し
ま
っ
て
い

る
。
長
い
歳
月
が
も
た
ら
す
、
逃
れ
ら
れ
な
い
な
に
か
が
。

二
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お
昼
は
資

（
注
３
）

生
堂
パ
ー
ラ
ー
で
と
っ
た
。
母
は
メ
ニ
ュ
ー
を
見
て
「
高
い
よ
。
高
い
ね
ぇ
」
と
念
仏
の
よ
う
に
呟つ

ぶ
やい

た
。

「
い
い
の
よ
、
私
も
食
べ
た
い
も
の
。
た
ま
の
贅
沢
だ
も
の
」

　

佳
代
子
が
そ
う
言
う
と
不
承
不
承
「
じ
ゃ
あ
、
佳
代
ち
ゃ
ん
と
同
じ
も
の
を
い
た
だ
こ
う
か
ね
」
と
顔
に
不
安
を
浮
か
べ
た
ま
ま
言
っ
た
。
節
々
が
鉤か

ぎ

状
に

曲
が
っ
た
指
で
コ
ッ
プ
を
つ
か
ん
で
、
一
口
水
を
含
み
、「
帰
り
は
歩
き
で
行
こ
う
ね
」
と
微ほ

ほ
え笑

ん
だ
。

「
無
理
よ
。
こ
こ
か
ら
千
駄
木
ま
で
歩
く
の
は
」

「
平
気
だ
よ
。
お
母
さ
ん
、
足
は
丈
夫
だ
よ
」

　

母
は
テ
ー
ブ
ル
の
下
か
ら
ひ
ょ
い
と
下げ

駄た

を
の
ぞ
か
せ
た
。
鼻
緒
は
美
し
か
っ
た
が
、
よ
く
見
る
と
歯
の
ち
び
た
下
駄
だ
っ
た
。

「
歩
き
や
す
い
ん
だ
か
ら
。
鼻
緒
を
す
げ
替
え
て
も
う
十
五
年
も
履
い
て
る
ん
だ
」

　

佳
代
子
は
、
周
②

囲
の
テ
ー
ブ
ル
に
母
の
声
が
届
い
て
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
た
。
そ
う
い
う
心
持
ち
に
な
っ
た
の
は
初
め
て
の
こ
と
だ
っ
た
。

「
そ
う
だ
お
母
さ
ん
。
帰
り
に
新
し
い
履
き
物
を
買
い
ま
し
ょ
う
よ
。
銀
座
だ
っ
た
ら
質
の
い
い
も
の
を
た
く
さ
ん
置
い
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
」

　

母
は
と
ん
で
も
な
い
と
首
を
振
り
、「
新
し
い
の
を
買
っ
た
っ
て
、
生
き
て
い
る
う
ち
に
履
き
き
れ
な
い
も
の
」
と
、
そ
う
言
っ
た
。
な
ん
の
感
傷
も
な

い
、
あ
ま
り
に
自
然
な
物
言
い
だ
っ
た
。
だ
か
ら
無
駄
に
な
っ
ち
ゃ
う
よ
、
と
母
は
言
っ
た
の
だ
。

　

佳
代
子
は
こ
う
い
う
高
級
レ
ス
ト
ラ
ン
に
出
入
り
す
る
婦
人
た
ち
を
、
常
々
疎う

と

ま
し
く
思
っ
て
い
た
。
つ
つ
ま
し
い
暮
ら
し
こ
そ
が
理
想
だ
っ
た
。
け
れ
ど

今
日
ば
か
り
は
彼
女
た
ち
の
華
美
な
装よ

そ
おい
や
振
る
舞
い
が
羨う

ら
やま
し
か
っ
た
。
こ
ん
な
風
に
奔
放
で
浪
費
家
の
母
だ
っ
た
ら
、
ど
れ
ほ
ど
気
が
楽
だ
っ
た
ろ
う
、

と
。

　

（
中
略
）

「
佳
代
ち
ゃ
ん
、
悪
い
け
ど
、
今
日
は
ご
飯
を
多
め
に
炊
い
て
く
れ
な
い
か
い
」

　

母
が
言
っ
た
の
は
、
上
野
見
物
に
行
く
日
の
朝
だ
。
佳
代
子
は
そ
の
通
り
に
し
、
母
の
朝
食
を
食
卓
に
並
べ
、
仕
事
に
向
か
う
夫
を
送
り
出
し
た
。
母
が

使
っ
て
い
る
部
屋
に
入
る
と
既
に
布
団
は
上
げ
て
あ
り
、
塵ち

り

ひ
と
つ
な
く
隅
々
ま
で
掃
き
清
め
ら
れ
て
い
た
。
変
わ
ら
ぬ
母
の
証あ

か
しが
あ
っ
た
。
け
れ
ど
母
が
母

な
の
は
、
故
郷
と
こ
の
家
の
中
だ
け
な
の
だ
。

　

母
は
こ
の
日
、
見
慣
れ
ぬ
風ふ

呂ろ

敷し
き

包
み
を
持
っ
て
表
に
出
た
。

「
私
が
持
ち
ま
し
ょ
う
」
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玄
関
口
で
佳
代
子
が
手
を
伸
ば
す
と
、
慌
て
て
風
呂
敷
を
か
き
寄
せ
胸
に
抱
い
た
。
そ
の
拍
子
に
母
の
爪
が
触
れ
、
佳
代
子
の
手
の
甲
に
ひ
っ
か
き
傷
を

作
っ
た
。
上
野
ま
で
歩
く
途
中
、
そ
の
傷
は
み
み
ず
腫ば

れ
に
な
っ
た
。

　

母
は
昔
、
佳
代
子
を
叱
る
と
き
決
ま
っ
て
平
手
で
腿も

も

を
ぶ
っ
た
。
華き

ゃ

奢し
ゃ

な
く
せ
に
力
が
強
く
、
そ
の
跡
は
い
つ
も
み
み
ず
腫
れ
に
な
っ
た
。
佳
代
子
は
夜
寝

る
と
き
や
学
校
の
帰
り
道
、
た
び
た
び
そ
こ
を
触
っ
て
み
た
。
不
思
議
と
悲
し
い
気
持
ち
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
な
だ
ら
か
に
盛
り
上
が
っ
た
丘
陵

は　
指
③

に
心
地
よ
い
も
の
だ
っ
た
。
母
の
、
て
の
ひ
ら
の
跡
。
自
分
の
身
体
に
刻
ま
れ
た
、
母
の
強
さ
だ
っ
た
。

　

不し
の

忍ば
ず
の

池い
け

を
歩
き
な
が
ら
「
大
き
な
蓮は

す

だ
ね
ぇ
」
と
は
し
ゃ
ぐ
母
が
、
軽
く
足
を
引
き
ず
っ
て
い
る
の
に
佳
代
子
は
気
付
く
。

「
足
、
お
辛つ

ら

い
ん
じ
ゃ
な
い
の
？
」

　

母
は
急
い
で
素
知
ら
ぬ
顔
を
作
っ
た
。

　

な
ぜ
甘
え
て
く
れ
な
い
の
だ
ろ
う
。
佳
代
子
は
、
得
体
の
知
れ
な
い
苛い

ら

立だ

ち
に
覆
わ
れ
た
。
車
だ
っ
て
喫
茶
店
で
休
む
の
だ
っ
て
い
く
ら
も
し
な
い
こ
と
な

の
に
。
た
だ
、
お
母
さ
ん
に
喜
ん
で
欲
し
い
だ
け
な
の
に
。

「
や
っ
ぱ
り
下
駄
を
買
い
ま
し
ょ
う
。
車
で
行
け
ば
い
い
わ
。
お
昼
は
精
養
軒
を
予
約
し
て
あ
る
か
ら
そ
の
あ
と
で
」

　

努
④

め
て
明
る
く
言
う
と
、
母
は

A

今
朝
の
風
呂
敷
を
佳
代
子
の
顔
の
前
に
差
し
出
し
、
得
意
顔
で
包
み
を
解
い
た
。
そ
こ
に
は
塩
む
す
び
が
四

つ
と
、
い
つ
の
間
に
買
っ
た
の
か
、
日

（
注
４
）

水
の
ソ
ー
セ
ー
ジ
が
二
本
入
っ
て
い
た
。

「
お
母
さ
ん
の
た
め
に
、
そ
ん
な
に
お
金
を
使
う
こ
と
は
な
い
よ
、
佳
代
ち
ゃ
ん
。
食
べ
る
も
の
な
ん
て
な
ん
で
も
い
い
ん
だ
か
ら
」

　

佳
代
子
は
、
母
の
手
の
ひ
ら
を
見
つ
め
た
ま
ま
、

B

立
ち
つ
く
し
た
。

　

そ
の
と
き
、
ち
ょ
う
ど
後
ろ
を
通
り
か
か
っ
た
若
い
二
人
連
れ
が
、
道
を
ふ
さ
い
で
い
た
母
の
背
に
ぶ
つ
か
っ
た
。
そ
の
拍
子
に
ソ
ー
セ
ー
ジ
が
ぽ
ろ
り
と

風
呂
敷
の
中
か
ら
転
げ
落
ち
た
。

　

佳
代
子
の
中
で
な
に
か
が
爆は

ぜ
た
。

「
道
の
真
ん
中
で
立
ち
止
ま
っ
ち
ゃ
迷
惑
じ
ゃ
な
い
！
」

　

あ
ま
り
の
剣け

ん

幕ま
く

に
、
母
よ
り
若
者
た
ち
の
ほ
う
が
驚
い
て
こ
ち
ら
を
見
た
。

「
そ
ん
な
ち
び
た
下
駄
を
履
い
て
ち
ゃ
ダ
メ
じ
ゃ
な
い
！
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
お
に
ぎ
り
な
ん
か
、
み
っ
と
も
な
い
ん
だ
わ
」

　

佳
代
子
は
大
声
で
泣
き
出
し
た
か
っ
た
。
ど
う
し
て
泣
き
た
い
の
か
、
怒
り
な
の
か
哀
し
み
な
の
か
、
な
に
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
佳
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代
子
は
駄だ

だ々

を
こ
ね
た
の
だ
。

　

こ
う
し
て
癇か
ん

癪し
ゃ
くを

起
こ
す
と
、
母
は
必
ず
佳
代
子
を
叱
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
凄す

さ

ま
じ
い
厳
し
さ
で
。

C

美
し
い
仕
草
で
。
け
れ
ど
目
の
前
の
母

は
所
在
な
げ
に
風
呂
敷
を
丸
め
て
、
小
さ
く
う
つ
む
い
て
い
る
。「
ご
め
ん
よ
。
悪
い
こ
と
し
た
ね
」
と
心
細
げ
に
詫わ

び
て
い
る
。

「
お
母
さ
ん
、
田
舎
者
で･･････

佳
代
ち
ゃ
ん
に
恥
ず
か
し
い
思
い
を
さ
せ
ち
ゃ
っ
て
」

「
ど
う
し
て
周
り
が
見
え
な
い
の
？�

ど
う
し
て
お
金
の
こ
と
ば
か
り
言
う
の
？�

ど
う
し
て
ち
ゃ
ん
と
で
き
な
い
の
？
」

　

母
を
責
め
る
言
葉
が
、
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
残
酷
な
気
持
ち
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
だ
ろ
う
。
な
に
が
許
せ
な
い
の
だ
ろ
う
。
き
っ
と
母
で
も
、
東
京
で

も
な
い
。
も
っ
と
大
き
な
、
自
分
が
い
つ
し
か
背
負
っ
て
し
ま
っ
た
現
実
が
恨
め
し
い
の
だ
。
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
く
な
く
て
ぐ
ず
っ
て
い
る
の
だ
。

　

母
は
目
に
、
う
っ
す
ら
涙
を
浮
か
べ
て
立
ち
す
く
ん
で
い
た
。
そ
れ
か
ら
小
声
で
「
お
母
さ
ん
、
も
う
佳
代
ち
ゃ
ん
の
家
に
帰
り
た
い
よ
ぉ
」
と
言
っ
た
。

　

道
の
真
ん
中
で
、
幼
⑤

女
が
ふ
た
り
、
哭な

い
て
い
た
。

　　

そ
の
夜
、
佳
代
子
は
慎
重
に
母
に
詫
び
た
。

　

母
は
け
れ
ど
、
な
に
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
優
し
く
居
て
、
そ
の
後
数
日
を
過
ご
し
た
。
佳
代
子
は
母
の
上
京
を
台
無
し
に
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
悔
い

た
。
こ
の
後
悔
か
ら
一
生
逃
れ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
も
う
、
そ
れ
を
取
り
戻
す
機
会
は
残
さ
れ
て
い
な
い
予
感
が
あ
っ
た
。

　

母
が
帰
る
日
、
夫
と
一
緒
に
上
野
駅
ま
で
送
っ
た
。
母
は
夫
に
何
度
も
頭
を
下
げ
た
。「
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
安
心
し
ま
し
た
。
佳
代
子
を
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
」。
そ
れ
か
ら
佳
代
子
に
向
か
っ
て
、「
お
陰
様
で
ほ
ん
と
に
楽
し
か
っ
た
よ
。
い
い
思
い
出
が
で
き
た
よ
」
と
何
度
も
何
度
も
礼
を
言
っ
た
。

　

汽
車
が
滑
り
出
す
と
、
母
は
開
け
た
窓
か
ら
ち
ょ
こ
ん
と
顔
を
出
し
、
遠
ざ
か
り
な
が
ら
や
は
り
何
度
も
頭
を
下
げ
た
。
白
い
ほ
つ
れ
髪
が

D

風
に
も
て
あ
そ
ば
れ
て
い
た
。

　

母
が
す
っ
か
り
見
え
な
く
な
っ
て
か
ら
、
佳
代
子
は
手
の
甲
に
触
れ
て
み
た
。
み
⑥

み
ず
腫
れ
は
も
う
す
っ
か
り
引
い
て
い
て
、
桃
色
の
か
き
傷
だ
け
が

う
っ
す
ら
と
残
っ
て
い
た
。��������������������������������������������������������������������������������������������　
　
　
　
　
　
　
　
　

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

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
木
内
昇
『
て
の
ひ
ら
』
よ
り
）
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（
注
１
）　

雷
蔵　
　
　
　
　

�　

…　

当
時
人
気
を
博
し
た
映
画
俳
優
。

　

（
注
２
）　

和
光
や
松
坂
屋���　

�

…　

と
も
に
高
級
百
貨
店
の
名
前
。

　

（
注
３
）　

資
生
堂
パ
ー
ラ
ー　

�

…　

高
級
洋
食
レ
ス
ト
ラ
ン
の
名
前
。　

　

（
注
４
）　

日
水　
　
　
　
　
　

�

…　

水
産
・
食
品
の
会
社
で
あ
る
日
本
水
産
株
式
会
社
の
ブ
ラ
ン
ド
名
。　

問
一 　

文
中
の
空
欄�

A

～

D

を
補
う
の
に
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。
た
だ
し
、

同
じ
記
号
を
繰
り
返
し
用
い
て
は
な
ら
な
い
。

��　

�

ア
・
り
ん
と　
　

イ
・
は
る
か
に　
　

ウ
・
ぼ
ん
や
り
と　
　

エ
・
ほ
の
か
に　
　

オ
・
ふ
ら
ふ
ら
と　
　

カ
・
や
に
わ
に

問
二 　

傍
線
部
①
「
母
の
髪
は
薄
く
、
つ
む
じ
の
辺
り
は
大
き
く
地
肌
が
見
え
て
い
た
」
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
「
佳
代
子
」
の
心
情
と
し
て
最
も
適
当
な

も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

��　

ア�

・
普
段
か
ら
老
い
に
対
し
て
何
と
か
周
囲
に
失
礼
の
な
い
よ
う
に
取
り
繕
う
母
の
気
配
り
に
初
め
て
気
づ
い
て
、
母
の
陰
な
が
ら
の
努
力
に
感
動
し
て

い
る
。

��　

イ�

・
自
分
に
も
他
人
に
も
厳
し
か
っ
た
母
の
食
事
中
の
失
態
に
、
母
自
身
が
驚
い
て
う
な
だ
れ
て
い
る
様
子
を
、
か
わ
い
そ
う
に
感
じ
て
同
情
し
て
い

る
。

��　

ウ�

・
子
ど
も
の
こ
ろ
に
は
分
か
ら
な
か
っ
た
母
の
苦
労
に
気
づ
き
、
今
回
の
東
京
観
光
を
楽
し
ん
で
も
ら
い
、
少
し
で
も
親
孝
行
し
た
い
と
決
意
し
て
い

る
。

��　

エ�

・
母
か
ら
、
子
ど
も
の
頃
に
感
じ
て
い
た
母
親
と
し
て
の
力
強
さ
が
失
わ
れ
、
老
い
に
と
も
な
う
母
の
衰
え
を
目
の
当
た
り
に
し
て
戸
惑
い
を
感
じ
て

い
る
。

��　

オ�

・
突
然
の
出
来
事
に
何
が
起
き
た
の
か
理
解
で
き
ず
、
呆ぼ

う

然ぜ
ん

と
し
て
い
た
自
分
に
対
し
て
、
母
を
気
遣
っ
て
そ
の
場
を
取
り
な
し
た
夫
の
機
転
に
感
謝

し
て
い
る
。

問
三 　

傍
線
部
②
「
周
囲
の
テ
ー
ブ
ル
に
母
の
声
が
届
い
て
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
た
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ

選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。
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ア
・
食
事
を
す
る
場
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
下
駄
を
見
せ
る
不
衛
生
な
振
る
舞
い
を
お
店
の
人
に
気
づ
か
れ
な
い
よ
う
に
し
た
か
っ
た
か
ら
。

　
　

イ
・
出
費
を
惜
し
ん
で
年
老
い
た
母
に
古
い
下
駄
で
無
理
に
歩
か
せ
る
よ
う
な
非
人
情
な
娘
と
、
周
囲
の
人
間
に
誤
解
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
。

　
　

ウ
・
子
ど
も
の
よ
う
な
母
の
無
邪
気
な
様
子
を
微
笑
ま
し
く
思
う
反
面
、
大
き
な
声
な
の
で
周
り
に
迷
惑
を
か
け
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
た
か
ら
。

　
　

エ
・
千
駄
木
ま
で
歩
こ
う
と
言
い
出
す
母
の
世
間
知
ら
ず
な
言
葉
か
ら
、
自
分
ま
で
東
京
を
知
ら
な
い
田
舎
者
だ
と
思
わ
れ
た
く
な
か
っ
た
か
ら
。

　
　

オ
・
つ
つ
ま
し
く
生
き
よ
う
と
す
る
母
の
言
動
が
、
華
や
か
な
東
京
の
レ
ス
ト
ラ
ン
に
そ
ぐ
わ
ず
、
み
っ
と
も
な
い
と
思
い
恥
ず
か
し
か
っ
た
か
ら
。

問
四 　

傍
線
部
③
「
指
に
心
地
よ
い
も
の
だ
っ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
佳
代
子
の
心
情
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で

答
え
よ
。

　
　

ア
・
娘
の
過
ち
を
正
す
母
の
信
念
の
強
さ
と
娘
に
対
す
る
思
い
の
深
さ
を
実
感
し
、
自
分
が
そ
の
母
の
娘
で
あ
る
こ
と
を
誇
り
に
思
っ
て
い
る
。

　
　

イ
・
決
し
て
大
け
が
に
な
ら
な
い
よ
う
に
手
加
減
し
て
く
れ
る
母
の
愛
情
を
実
感
し
、
厳
し
い
中
に
あ
る
優
し
さ
を
あ
り
が
た
く
思
っ
て
い
る
。

　
　

ウ
・
母
が
自
分
に
失
望
し
て
い
る
と
実
感
す
る
も
の
の
、
自
分
は
母
を
嫌
い
に
な
る
こ
と
が
で
き
ず
こ
れ
か
ら
も
好
き
で
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

　
　

エ
・
愛
す
る
娘
で
あ
っ
て
も
厳
し
く
育
て
よ
う
と
す
る
母
の
強
い
思
い
を
実
感
し
、
将
来
そ
の
思
い
に
応
え
な
い
と
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

　
　

オ
・
い
つ
も
は
上
品
で
優
し
い
母
が
叱
る
と
き
だ
け
は
厳
し
く
接
す
る
こ
と
も
あ
る
と
実
感
し
、
い
つ
か
自
分
も
そ
う
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

問
五 　

傍
線
部
④
「
努
め
て
明
る
く
言
う
」
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
「
佳
代
子
」
の
心
情
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答

え
よ
。

　
　

ア�

・
周
囲
の
迷
惑
を
考
え
な
い
で
自
分
勝
手
な
振
る
舞
い
を
す
る
母
に
憤

い
き
ど
おり
な
が
ら
、
大
人
に
な
っ
た
自
分
が
取
り
乱
す
わ
け
に
い
か
な
い
と
自
制
す
る

気
持
ち
。

　
　

イ�

・
母
に
対
す
る
も
て
な
し
と
気
配
り
を
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
苛
立
つ
気
持
ち
を
抑
え
な
が
ら
、
母
と
の
東
京
観
光
の
雰
囲
気
を
楽
し
い
ま
ま
に
し
て

お
き
た
い
気
持
ち
。

　
　

ウ�

・
母
が
自
分
た
ち
の
経
済
的
苦
し
さ
を
見
透
か
し
親
切
に
し
て
く
れ
る
こ
と
を
理
解
し
な
が
ら
、
母
が
自
分
に
甘
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
対
し

て
申
し
訳
な
く
思
う
気
持
ち
。

　
　

エ�

・
東
京
の
事
情
に
詳
し
く
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
場
を
取
り
仕
切
ろ
う
と
す
る
母
に
不
快
感
を
抱
き
な
が
ら
、
娘
の
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
頑
固

さ
に
あ
き
ら
め
る
気
持
ち
。
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オ�

・
自
ら
の
老
い
に
無
頓
着
で
い
つ
ま
で
も
若
い
つ
も
り
で
い
る
母
に
う
ん
ざ
り
し
な
が
ら
、
娘
で
あ
る
自
分
が
少
し
で
も
守
っ
て
あ
げ
な
け
れ
ば
と
決

意
を
新
た
に
す
る
気
持
ち
。

問
六 　

傍
線
部
⑤
「
幼
女
が
ふ
た
り
、
哭
い
て
い
た
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
母
」
と
「
佳
代
子
」
二
人
の
ど
の
よ
う
な
状
態
を
描
写
し
て
い
る
か
。
二
人
の

心
情
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
六
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

問
七 　

傍
線
部
⑥
「
み
み
ず
腫
れ
は
も
う
す
っ
か
り
引
い
て
い
て
、
桃
色
の
か
き
傷
だ
け
が
う
っ
す
ら
残
っ
て
い
た
。」
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
「
佳
代

子
」
の
心
情
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

　
　

ア�

・
表
向
き
は
今
回
の
訪
問
を
楽
し
ん
だ
と
言
っ
て
い
た
が
、
実
際
は
深
く
傷
つ
き
二
度
と
東
京
に
は
来
た
く
な
い
と
母
に
思
わ
せ
た
こ
と
を
残
念
に

思
っ
て
い
る
。

　
　

イ�

・
手
の
甲
の
傷
の
痛
み
に
耐
え
母
の
前
で
は
何
事
も
な
い
よ
う
に
振
る
舞
っ
て
い
た
た
め
、
こ
の
傷
の
こ
と
で
母
に
要
ら
ぬ
心
配
を
さ
せ
ず
に
す
ん
で

安
心
し
て
い
る
。

　
　

ウ�

・
昔
の
よ
う
な
力
強
く
厳
し
い
母
の
姿
は
過
去
の
も
の
と
な
り
、
年
老
い
て
弱
々
し
く
な
っ
た
母
の
姿
に
過
ぎ
去
っ
た
時
の
流
れ
を
感
じ
さ
み
し
く

思
っ
て
い
る
。

　
　

エ�

・
不
慣
れ
な
東
京
観
光
で
思
う
よ
う
に
も
て
な
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
楽
し
ん
で
く
れ
た
母
に
感
謝
し
、
そ
の
娘
で
あ
る
こ
と
を
誇

り
に
感
じ
て
い
る
。

　
　

オ�

・
母
と
の
断
絶
を
予
感
さ
せ
る
よ
う
な
激
し
い
ケ
ン
カ
を
し
て
し
ま
っ
た
が
、
実
の
親
子
な
の
で
時
間
が
経
て
ば
誤
解
が
解
け
て
仲
直
り
で
き
る
こ
と

を
信
じ
て
い
る
。



問
題
は
次
の
ペ
ー
ジ
に
続
き
ま
す
。
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
よ
。
な
お
出
題
の
関
係
上
本
文
を
一
部
改
め
た
部
分
が
あ
る
。

　　

吉
野
の
山
を
追
わ
れ
た
源
義
経
（
九
郎
判ほ
う

官が
ん

殿
）
は
、
奈
良
の
都
の
勧
修
坊
と
い
う
小
寺
に
身
を
寄
せ
て
い
た
。
そ
の
奈
良
の
都
で
、
但た

じ
ま馬

阿あ

闍じ
ゃ

梨り

や
美み

ま
さ
か作

ら
七
人
の
僧
兵
が
、
悪
事
を
は
た
ら
く
相
談
を
し
て
い
る
。

　

但
馬
阿
闍
梨
申
し
け
る
は
、「
日
頃
は
あ
り
と
も
覚
え
ぬ
（
注
１
）冠か

者じ
ゃ

の
、
極
め
て
色
白
く
、
背
小
さ
き
が
、
よ
き
腹
巻
着
て
、
黄
金
作
り
の
太
刀
の
、
心
も
及
ば

ぬ
を
脇わ

き

に
挟
み
、
勧
修
坊
の
門
外
に
、
夜
a々

た
た
ず
む
ぞ
。
己
が
太
刀
や
ら
ん
、
主
の
太
刀
や
ら
ん
、
過
分
し
た
る
太
刀
な
り
。
い
ざ
寄
り
て
奪
ら
ん
」
と

ぞ
申
し
け
る
。

　

美
作
と
申
す
法
師
、「
あ
は
れ
Ａ
せ
ん
な
き
こ
と
を
の
た
ま
ふ
も
の
か
な
。
こ
の
程
は
九
郎
判
官
殿
の
、
吉
野
の
執

（
注
２
）

行
に
攻
め
ら
れ
て
、
勧
修
坊
を
頼
み
て

お
は
す
る
に
、
も
し
そ
の
人
に
て
お
は
し
ま
さ
ば
、
衆

（
注
３
）

徒
の
為た

め

に
ゆ
ゆ
し
き
大
事
か
な
」
と
申
し
け
れ
ば
、
但
馬
、「
そ
れ
は
（
注
４
）御ご

辺へ
ん

の

Ⅰ

の
致
す
と
こ
ろ

ぞ
。
Ｂ
な
ど
か
奪
ら
ざ
ら
ん
」
と
言
へ
ば
、「
そ
れ
は
さ
る
事
に
て
、
便
宜
悪あ

し
く
て
は
い
か
が
あ
る
べ
か
ら
ん
」
とb
申
し
け
れ
ば
、「
さ
れ
ば
こ
そ
毛
（
注
５
）
を
吹
い

て
疵き

ず

を
求
む
る
に
て
あ
れ
。
人
①

の
横
紙
破
る
に
な
れ
ば
、
さ
こ
そ
あ
れ
」
と
て
、
勧
修
坊
の
辺
を
狙
ふ
。

　

「
各
々
六
人
は
、
築つ

い

地ぢ

の
陰
の
ほ
の
暗
き
所
に
立
ち
て
待
て
。
太
刀
の
尻し

り

鞘ざ
や

に
腹
巻
の
（
注
６
）草く
さ

摺ず
り

を
投
げ
か
け
て
、『
こ
こ
な
る
男
の
人
を
打
つ
ぞ
や
』
と
言

は
ば
、
各
々
声
に
付
き
て
走
り
出
で
、『
い
か
な
る
痴し

れ

者も
の

ぞ
。
仏

（
注
７
）

法
興
隆
の
所
に
、
度
々（
注
８
）衆し
ゅ
う罪ざ
いを
作
る
こ
そ
心
得
ね
。
命
②

な
殺
し
そ
。
侍
な
ら
ば
（
注
９
）
髻も

と
ど
りを

切
つ
て
、
寺
中
を
追
へ
。
）
10

（
注

凡ぼ
ん

下げ

な
ら
ば
耳
鼻
を
削け

づ

り
て
追
ひ
出
せ
』
と
て
、
奪
ら
ぬ
は
不）
11

（
注

覚
人
共
」
と
て
ぞ
進
み
け
る
。

��

判
官
は
い
つ
も
の
事
な
れ
ば
、
心
澄
ま
し
て
笛
を
吹
き
給
ひ
て
お
は
し
け
る
と
こ
ろ
に
、
興
が
る
風
情
に
てc
通
ら
ん
と
す
る
者
あ
り
。
判
官
の
太
刀
の
尻
鞘

に
腹
巻
の
草
摺
を
か
ら
り
と
当
て
て
、「

Ⅱ

」
と
言
い
け
れ
ば
、
こ
の
法
師
共
、
三
方
よ
り
追
つ
か
け
た
り
。

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

�

（『
義
経
記
』
に
よ
る
）

三
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（
注
１
）　

冠
者　
　
　
　
　
　
　
　
　

…　

成
人
の
男
性
。

　

（
注
２
）　

執
行　
　
　
　
　
　
　
　
　

…　

山
に
こ
も
り
修
行
を
す
る
修
験
者
の
役
職
。

　

（
注
３
）　

衆
徒　
　
　
　
　
　
　
　
　

…　

僧
侶
・
僧
兵
た
ち
。����

　

（
注
４
）　

御
辺　
　
　
　
　
　
　
　
　

…　

あ
な
た
。

　

（
注
５
）　

毛
を
吹
い
て
疵
を
求
む
る　

…　

あ
り
も
し
な
い
よ
う
な
欠
点
を
で
っ
ち
あ
げ
て
指
摘
す
る
こ
と
。

　

（
注
６
）　

草
摺　
　
　
　
　
　
　
　
　

…　

腰
の
あ
た
り
に
付
け
る
防
具
の
一
種
。

　

（
注
７
）　

衆
罪　
　
　
　
　
　
　
　
　

…　

多
く
の
罪
。

　

（
注
８
）　

髻　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…　

ま
げ
。

　

（
注
９
）　

仏
法
興
隆
の
所　
　
　
　
　

…　

仏
教
が
盛
ん
で
あ
る
場
所
。
こ
こ
で
は
奈
良
の
こ
と
。

　

（
注
10
）　

凡
下　
　
　
　
　
　
　
　
　

…　

庶
民
。

　

（
注
11
）　

不
覚
人
共　
　
　
　
　
　
　

…　

こ
こ
で
は
臆
病
者
だ
、
浅
は
か
な
者
だ
と
い
う
意
味
。

問
一 　

二
重
傍
線
部
a
～
ｃ
の
主
語
は
誰
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。
た
だ
し
同
じ
記
号
を
繰
り
返

し
用
い
て
も
よ
い
。

　
　

ア
・
冠
者　
　
　

イ
・
但
馬
阿
闍
梨　
　
　
　

ウ
・
美
作　
　
　
　

エ
・
法
師
共　
　
　
　

オ
・
作
者

問
二 　

傍
線
部
Ａ
「
せ
ん
な
き
こ
と
」・
Ｂ
「
な
ど
か
奪
ら
ざ
ら
ん
」
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
記
号
で

答
え
よ
。

��������　

����������������������　
　
　
　
　
　

ア
・
無
益
な
こ
と������������������　
　
　
　
　
　
　
　

������　

������������������������　
　
　
　
　
　

イ
・
理
解
で
き
な
い
こ
と�������������　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　
　

Ａ
「
せ
ん
な
き
こ
と
」　
　
　
　
　

��

ウ
・
意
気
地
の
な
い
こ
と�　
　
　
　

��　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

エ
・
お
も
し
ろ
く
な
い
こ
と　
　
　

�������������　
　
　
　
　
　
　
　

�

��　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

オ
・
全
く
関
係
の
な
い
こ
と

��
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���　

������　

�������������������　
　
　
　
　　

ア
・
持
ち
物
全
て
奪
い
取
っ
て
し
ま
お
う
か

����　
��������������������������　

　
　
　
　
　
イ
・
な
ぜ
奪
い
取
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か

　
　

Ｂ
「
な
ど
か
奪
ら
ざ
ら
ん
」　　
　
　

ウ
・
ど
う
い
う
方
法
で
奪
い
取
っ
て
や
ろ
う
か

�����　

�������������������������　
　
　
　
　
　
エ
・
ど
の
太
刀
を
奪
い
取
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か

������　

������������������������　
　
　
　
　
　
オ
・
ど
う
し
て
奪
い
取
ら
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か

問
三　

Ⅰ

に
入
る
内
容
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

　
　

ア
・
強
欲　
　

イ
・
邪
推　
　

ウ
・
臆お
く

病び
ょ
う
　
　

エ
・
便
宜　
　

オ
・
早
合
点

問
四　

傍
線
部
①
「
人
の
横
紙
破
る
」
と
あ
る
が
、
そ
の
内
容
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

　
　

ア
・
黄
金
の
太
刀
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
は
た
と
え
自
分
が
傷
つ
い
た
と
し
て
も
実
行
す
る
と
い
う
こ
と
。

　
　

イ
・
黄
金
の
太
刀
の
持
ち
主
に
計
画
を
邪
魔
さ
れ
た
と
し
て
も
何
と
か
し
て
達
成
し
て
や
る
と
い
う
こ
と
。

　
　

ウ
・
通
り
す
が
り
の
人
に
無
理
難
題
を
押
し
つ
け
て
黄
金
の
太
刀
を
だ
ま
し
取
っ
て
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
。

　
　

エ
・
勧
修
坊
付
近
に
よ
く
現
れ
る
者
が
持
っ
て
い
る
黄
金
の
太
刀
を
無
理
矢
理
に
奪
い
取
っ
て
や
る
こ
と
。

　
　

オ
・
仲
間
が
自
分
を
止
め
た
と
し
て
も
忠
告
を
無
視
し
黄
金
の
太
刀
を
強
奪
す
る
つ
も
り
だ
と
い
う
こ
と
。

問
五　

傍
線
部
②
「
命
な
殺
し
そ
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
う
か
が
え
る
但
馬
阿
闍
梨
の
意
図
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
六
十
字
以
内
で
答
え
よ
。

問
六　

Ⅱ

に
入
る
内
容
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
本
文
中
か
ら
十
五
字
以
内
で
抜
き
出
し
て
書
け
。

問
七　

本
文
の
内
容
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

　
　

ア
・
近
ご
ろ
夜
に
な
る
と
背
の
低
い
男
性
が
勧
修
坊
の
近
く
で
笛
を
吹
く
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　
　

イ
・
義
経
は
僧
兵
た
ち
が
黄
金
の
太
刀
を
奪
い
に
来
る
だ
ろ
う
と
予
想
し
て
待
ち
受
け
て
い
た
。

　
　

ウ
・
黄
金
の
太
刀
の
持
ち
主
は
不
用
意
な
発
言
に
よ
っ
て
僧
兵
た
ち
に
狙ね
ら

わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
　

エ
・
僧
兵
の
襲
撃
に
気
づ
き
、
義
経
は
主
人
の
黄
金
の
太
刀
が
奪
わ
れ
な
い
よ
う
に
逃
げ
出
し
た
。

　
　

オ
・
僧
兵
た
ち
は
襲
撃
す
る
相
手
は
た
い
し
た
こ
と
の
な
い
や
つ
だ
と
決
め
つ
け
あ
な
ど
っ
て
い
た
。


