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私
事
で
筆
を
起
こ
す
の
は
恐
縮
な
が
ら
、
教
職
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
を
機
に
、

俳
句
の
考
現
学
と
で
も
い
う
べ
き
、
新
し
い
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
た
い
。
万

葉
・
古
今
・
新
古
今
と
い
う
ふ
う
に
、
詩
歌
の
よ
っ
て
く
る
と
こ
ろ
か
ら
語
る
の

を
や
め
て
、
今
の
俳
句
や
短
歌
の
現
状
か
ら
、
俳
諧
や
連
歌
の
世
界
へ
と
分
け
入

り
、
や
ま
と
歌
の
魅
力
を
ひ
と
く
く
り
す
る
試
み
で
あ
る
。

　

そ
の
一
つ
と
し
て
、
本
稿
で
は
、
子
ど
も
俳
句
の
魅
力
が
四
季
折
々
の
風
情
で

な
く
、
外
界
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
、
い
じ
ら
し
い
奮
闘
に
あ
る
こ
と
を
説
く
。

そ
の
た
め
に
、
俳
句
を
古
典
と
近
代
の
垣
根
を
は
ず
し
て
定
義
し
な
お
し
、
季
語

が
な
く
て
も
、
十
七
拍
で
な
く
て
も
俳
句
と
呼
ば
れ
て
い
る
現
状
を
承
認
す
る
。

　

そ
の
上
で
、
子
ど
も
俳
句
を
分
析
し
、
外
界
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
努
力
の
多

く
が
比
喩
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
を
見
届
け
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
努
力
を
稔
り
あ
る

も
の
に
す
る
た
め
に
、
季
題
と
か
季
語
と
い
う
条
件
に
し
ば
ら
れ
な
い
よ
う
提
言

す
る
。
季
題
と
か
季
語
と
い
う
世
界
は
、「
も
の
の
あ
わ
れ
」
と
い
う
美
学
が
わ

か
っ
た
上
で
の
趣
味
で
あ
る
か
ら
だ
。

　

な
お
、
子
ど
も
俳
句
の
す
べ
て
が
、
親
切
心
か
ら
十
七
拍
の
世
界
を
五
・
七
・
五

と
、
杓
子
定
規
に
切
っ
て
示
す
こ
と
に
疑
問
を
呈
し
、
外
界
の
理
解
の
た
め
に

は
、
む
し
ろ
、
内
容
（
意
味
）
に
よ
っ
て
表
記
す
る
方
が
効
果
的
で
あ
る
と
し
、

私
案
を
試
み
た
。

　

こ
う
し
た
試
み
が
、
次
代
の
文
化
を
担
う
親
や
子
ど
も
、
そ
し
て
若
々
し
い
教

師
の
情
熱
を
支
え
る
ヒ
ン
ト
に
つ
な
が
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

一
、
俳
句
の
定
義
と
現
状

　

俳
句
と
は
俳
諧
の
発
句
（
第
一
句
）
の
別
称
で
あ
る
。
そ
の
特
色
は
有
季
定

型
、
つ
ま
り
当
季
と
向
き
合
う
五
・
七
・
五
の
三
つ
部
分
で
、
合
計
十
七
拍
で
完
結

す
る
長
句
形
式
に
あ
る
（
た
だ
し
、
有
季
定
型
の
「
有
季
」
を
立
項
す
る
辞
書
は

見
当
た
ら
な
い
）。
俳
句
も
俳
諧
も
本
来
は
会
席
の
文
芸
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
当

座
の
季
感
（
季
題
・
季
語
）
を
重
ん
じ
る
と
い
う
原
則
が
あ
る
。
こ
の
原
則
が
崩

れ
る
と
き
、
そ
の
作
品
は
俳
句
的
（
俳
句
の
よ
う
な
も
の
）
で
は
あ
っ
て
も
、
俳

句
と
は
い
え
な
く
な
る
。
な
お
、
そ
れ
が
詩
で
あ
る
以
上
、
自
然
観
照
や
人
の
暮

ら
し
が
も
た
ら
す
感
動
を
内
容
と
す
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
例
句
を
示

せ
ば
次
の
通
り
（
傍
線
部
は
季
題
）。

子
ど
も
俳
句
と
季
節

─
考
現
学
の
序
章
と
し
て
─

谷
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古
池
や
蛙
飛
び
こ
む
水
の
お
と
（
松
尾
芭
蕉
・
蛙
合
）

わ
が
影
に
畦
を
塗
り
つ
け
塗
り
つ
け
て
（
高
野
素
十
・
初
雁
）

　

と
こ
ろ
が
、
近
代
に
至
り
、
俳
句
（
有
季
定
型
）
に
対
す
る
無
季
俳
句
な
る
こ

と
ば
が
生
ま
れ
た
。
季
感
（
季
題
・
季
語
）
を
含
ま
な
い
句
の
存
在
価
値
を
主
張

す
る
も
の
で
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

見
え
ぬ
眼
の
方
の
眼
鏡
の
玉
も
拭
く
（
日
野
草
城
・
人
生
の
午
後
）

戦
争
が
廊
下
の
奥
に
立
つ
て
ゐ
た
（
渡
辺
白
泉
・
白
泉
句
集
）

　

こ
れ
は
、
俳
句
を
古
典
か
ら
切
り
離
し
、
当
季
を
詠
み
こ
む
と
い
う
束
縛
を
解

い
て
、
そ
の
世
界
を
拡
張
す
る
と
い
う
主
張
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
た
だ
し
、
無
季
俳
句
と
い
う
呼
称
は
な
い
も
の
の
、「
亡
き
母
や
海
見
る
た

び
に
見
る
た
び
に
」（
小
林
一
茶
・
七
番
日
記
）
と
い
う
句
の
よ
う
に
、
近
世
に

も
季
感
（
季
題
・
季
語
）
の
な
い
句
は
あ
っ
た
。
こ
れ
を
雑ぞ
う
の
句
と
い
う
。
つ
ま

り
、
有
季
か
無
季
か
と
い
う
二
項
対
立
は
近
代
以
後
の
議
論
で
あ
っ
て
、
ど
ち
ら

に
軍
配
が
あ
が
っ
て
も
不
毛
な
こ
と
の
よ
う
で
も
あ
る
。

　

さ
ら
に
近
代
俳
句
で
は
、
自
由
律
俳
句
と
称
し
て
、
十
七
拍
（
五
・
七
・
五
）
と

い
う
韻
律
か
ら
も
解
放
す
る
道
が
追
究
さ
れ
、
内
在
律
と
い
う
む
ず
か
し
い
リ
ズ

ム
感
も
生
ま
れ
た
。
次
の
よ
う
な
例
句
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
　

墓
の
う
ら
に
廻
る
（
尾
崎
放
哉
・
大
空
）

　
　

う
ご
け
ば
、
寒
い
（
橋
本
夢
道
・
無
礼
な
る
妻
）

　

俳
句
の
形
式
が
歴
史
的
に
定
義
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
約
束
を
守
ら
な
い
句

は
、
詩
的
で
は
あ
っ
て
も
俳
句
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
無
季
俳
句
や
自
由
律

俳
句
と
い
う
主
張
は
素し
ろ
う
と人
の
言
い
が
か
り
に
似
て
い
る
。
仮
に
国
民
性
と
し
て
、

素
人
を
好
む
と
こ
ろ
が
あ
る
に
し
ろ
、
そ
れ
を
玄く
ろ
人う
と
を
お
と
し
め
る
根
拠
に
し

て
、
混
迷
を
助
長
し
て
は
な
る
ま
い
。
し
か
し
、
今
は
こ
の
よ
う
な
主
張
を
し
に

く
い
現
状
に
あ
る
。

二
、
教
材
の
選
定

　

本
稿
は
こ
う
し
た
現
状
を
整
理
し
て
、
俳
句
と
い
う
文
芸
を
た
し
な
む
際
の
、

不
安
を
取
り
除
く
試
み
で
、教
材
と
し
て
『
こ
ど
も
は
い
く
か
る
た
』（Gakken

）

を
拝
借
す
る
。

　

こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
あ
い
う
え
お
カ
ル
タ
」（
学
習
カ
ル
タ
）
で
、
箱
に

「
五
味
太
郎
・
絵
」、「『
産
経
新
聞
』「
ち
び
っ
こ
俳
壇
」
よ
り
」
と
あ
る
が
、
刊

記
は
な
い
。
読
み
札
は
縦
約
15
・
５
糎
×
横
４
糎
。
絵
札
は
８
×
８
糎
。
各
46
枚

入
り
。
絵
札
は
伝
統
的
な
「
い
ろ
は
カ
ル
タ
」
同
様
に
、
絵
と
句
頭
の
一
文
字

（
ゴ
シ
ッ
ク
）
を
描
く
が
、
文
頭
に
用
い
な
い
「
を
」「
ん
」
に
つ
い
て
は
一
句
の

途
中
か
ら
抽
出
し
て
い
る
。

　

同
梱
の
解
説
文
に
「
リ
ズ
ム
が
、
こ
と
ば
の
世
界
を
広
げ
ま
す
」
と
い
う
題
目
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で
、「
俳
句
は
ご
存
知
の
よ
う
に
、
五
・
七
・
五
の
リ
ズ
ム
で
語
る
季
語
を
含
ん
だ

定
形
詩
で
、
世
界
で
最
も
短
い
文
学
様
式
」
と
定
義
し
、
目
的
と
し
て
「
子
ど
も

た
ち
も
、
同
年
齢
の
作
品
に
ふ
れ
る
こ
と
で
、
俳
句
作
り
へ
の
興
味
を
無
理
な
く

持
て
る
で
し
ょ
う
」
と
謳う

た

う
。
ま
た
、
利
用
方
法
と
し
て
「
幼
児
の
場
合
は
必
ず

し
も
、
季
語
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
五
・
七
・
五
を
リ
ズ
ム
を
生
み
出
す
も
の
と
考
え
、

こ
と
ば
遊
び
の
つ
も
り
で
楽
し
ん
で
み
ま
し
ょ
う
」
と
あ
り
、
上
五
・
中
七
・
下

五
の
間
を
半
角
あ
け
（
余
白
）
に
す
る
工
夫
は
、
リ
ズ
ム
を
覚
え
る
た
め
の
配
慮

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
幼
児
の
場
合
は
必
ず
し
も
、
季
語
に
こ
だ
わ
ら
ず
」

と
あ
る
の
は
、
子
ど
も
に
お
い
て
季
語
の
扱
い
が
、
い
か
に
難
し
い
か
を
承
知
し

て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
解
説
文
に
は
「
自
然
へ
の
興
味
が
増
し
、
イ
メ
ー
ジ
が
ふ
く
ら
み
ま

す
」
と
い
う
題
目
で
、「
俳
句
を
作
っ
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
身
の
回
り
の

よ
う
す
や
出
来
事
を
じ
っ
く
り
観
察
す
る
力
が
育
ち
ま
す
」「
感
じ
た
こ
と
を
こ

と
ば
で
ま
と
め
よ
う
と
す
る
こ
と
で
、
表
現
力
が
豊
か
に
な
り
ま
す
」
と
し
、

「
こ
う
し
た
経
験
が
文
字
へ
の
興
味
や
、
読
書
力
へ
の
基
礎
と
な
る
で
し
ょ
う
」

「
さ
あ
、
子
ど
も
と
一
緒
に
、
指
を
折
り
な
が
ら
俳
句
を
作
っ
て
み
ま
し
ょ
う
」

と
提
案
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
の
カ
ル
タ
を
生
ん
だ
産
経
新
聞
・
文
化
部
の
小
川
記
代
子
氏
の
「
ち

び
っ
こ
俳
壇
か
ら
」
と
い
う
文
章
も
添
え
ら
れ
て
、
こ
の
企
画
が
生
ま
れ
る
経
緯

と
期
待
が
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

一
、	「
ち
び
っ
こ
俳
壇
」
は
、
あ
る
子
ど
も
た
ち
の
塾
で
行
わ
れ
て
い
る
、

俳
句
を
作
る
試
み
か
ら
生
ま
れ
た
コ
ー
ナ
ー
で
あ
る
。

二
、	

子
ど
も
は
意
識
せ
ず
に
俳
句
を
作
る
。
そ
れ
は
こ
と
ば
が
自
然
と
気
持

ち
の
い
い
リ
ズ
ム
、
五
・
七
・
五
に
な
る
か
ら
。

三
、	

お
か
あ
さ
ん
た
ち
が
、
ふ
と
耳
に
し
た
子
ど
も
の
つ
ぶ
や
き
を
書
き
留

め
た
ら
、
俳
句
に
な
っ
て
い
た
、「
ち
び
っ
こ
俳
壇
」
に
は
こ
ん
な
は

が
き
が
た
く
さ
ん
来
る
。

四
、	

た
い
て
い
、
お
う
ち
の
方
が
代
筆
す
る
が
、
な
か
に
は
覚
え
た
て
の
字

で
、
は
が
き
い
っ
ぱ
い
に
書
い
て
あ
る
も
の
も
あ
る
。

五
、	

指
の
し
わ
を
「
寂
し
い
顔
」、
み
そ
し
る
は
「
豆
腐
の
お
風
呂
」
な
ど
、

毎
週
送
ら
れ
て
く
る
は
が
き
に
、
自
然
と
顔
が
ほ
こ
ろ
ん
で
く
る
。

三
、
子
ど
も
俳
句
一
覧

　

考
察
に
先
立
ち
、
以
下
に
読
み
札
に
従
っ
て
俳
句
を
一
覧
す
る
。
そ
の
掲
出
に

あ
た
っ
て
は
、
考
察
の
便
を
考
慮
し
て
、
五
十
音
順
に
、
丸
数
字
の
通
し
番
号
を

付
し
た
。
ま
た
作
者
や
編
者
に
そ
の
自
覚
が
あ
る
か
ど
う
か
よ
ら
ず
、
季
感
（
季

題
・
季
語
）
を
認
め
う
る
こ
と
ば
に
、
私
に
傍
線
を
付
け
、
か
つ
（　

）
内
に
そ

の
季
節
を
示
し
た
。
さ
ら
に
、
上
五
・
中
七
・
下
五
の
間
の
余
白
も
読
み
札
の
通

り
で
あ
る
。
な
お
、
読
み
札
に
記
さ
れ
る
作
者
名
・
居
住
地
は
考
察
の
対
象
外
で

あ
る
こ
と
、
お
よ
び
個
人
情
報
に
配
慮
す
べ
き
時
代
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
削
除

し
、
年
齢
は
参
考
と
し
て
残
し
た
。



82

　
　

①
あ
め
ふ
っ
た
か
ら　

ぱ
ん
つ
の
な
か
も　

ぬ
れ
た
ん
だ
（
３
歳
）

　
　

②
い
ち
ご
じ
ゃ
む　

ぬ
っ
た
ら
ぱ
ん
が　

て
れ
て
い
る
（
６
歳
）

　
　

③
う
ろ
こ
ぐ
も　

お
そ
ら
が
ざ
ら
ざ
ら　

し
て
い
る
ね
（
４
歳
・
秋
）

　
　

④
え
ん
と
つ
は　

け
む
り
の
お
う
ち　

た
か
い
な
あ
（
６
歳
）

　
　

⑤
お
っ
ぱ
い
が　

の
み
た
い
け
れ
ど　

ぼ
く
に
さ
い
（
２
歳
）

　
　

⑥
か
た
つ
む
り　

か
ら
を
ぬ
い
だ
ら　

く
じ
ら
さ
ん
（
３
歳
・
夏
）

　
　

⑦
き
ん
ぎ
ょ
ち
ゃ
ん　

い
や
よ
い
や
よ
と　

お
よ
い
で
る
（
２
歳
・
夏
）

　
　

⑧
く
っ
き
ー
を　

あ
ま
い
ね
ん
ど
で　

つ
く
り
た
い
（
４
歳
）

　
　

⑨
け
ず
っ
た
え
ん
ぴ
つ　

と
ん
が
り
ぼ
う
し
の　

ま
じ
ょ
み
た
い
（
３
歳
）

　
　

⑩
こ
い
の
ぼ
り　

め
ざ
し
に
な
っ
て　

さ
ら
の
う
え
（
３
歳
・
夏
、
春
）

　
　

⑪
さ
く
ら
ん
ぼ　

ふ
た
ご
を
た
べ
て　

ひ
と
り
っ
こ
（
２
歳
・
夏
）

　
　

⑫
し
ゃ
っ
く
り
は　

む
ね
と
お
な
か
の　

じ
し
ん
だ
ね
（
８
歳
）

　
　

⑬
す
り
ば
ち
の　

な
か
で
ご
ま
さ
ん　

め
ま
わ
る
（
２
歳
・
秋
）

　
　

⑭
せ
っ
ち
ゃ
く
ざ
い　

ぼ
く
と
ま
ま
も　

く
っ
つ
け
て
（
５
歳
）

　
　

⑮
ぞ
う
さ
ん
の　

は
な
の
し
ゃ
わ
ー
が　

か
ぶ
り
た
い
（
４
歳
）

　
　

⑯
だ
い
こ
ん
を　

さ
か
さ
に
し
た
ら　

ろ
け
っ
と
だ
（
５
歳
・
冬
）

　
　

⑰
ち
き
ゅ
う
ぎ
の　

な
か
の
に
っ
ぽ
ん　

か
わ
い
い
ね
（
４
歳
）

　
　

⑱
つ
め
き
り
が　

あ
し
の
つ
め
を　

た
べ
ち
ゃ
っ
た
（
２
歳
）

　
　

⑲
て
ん
て
ん
て
ん　

て
ん
と
う
む
し
が　

て
に
と
ま
る
（
５
歳
・
夏
）

　
　

⑳
と
う
も
ろ
こ
し　

ぱ
ぱ
と
お
ん
な
じ　

お
ひ
げ
あ
る
（
２
歳
・
秋
）

　
　

㉑
な
が
い
も
は　

お
と
う
さ
ん
の　

あ
し
み
た
い
だ
ね
（
３
歳
・
秋
）

　
　

㉒
に
わ
と
り
さ
ん　

ご
め
ん
ね
た
ま
ご　

た
べ
ち
ゃ
っ
た
（
５
歳
）

　
　

㉓
ぬ
い
た
て
の　

か
わ
い
い
よ
う
ふ
く　

あ
り
が
と
う
（
６
歳
）

　
　

㉔
ね
む
い
な
あ　

ぼ
く
も
か
え
る
と　

ね
よ
う
か
な
（
７
歳
・
春
）

　
　

㉕
の
り
ま
き
は　

く
る
く
る
ま
く
よ　

お
い
し
そ
う
（
６
歳
）

　
　

㉖
は
ん
ぶ
ん
こ　

お
お
き
い
ほ
う
は　

ぼ
く
の
や
で
（
６
歳
）

　
　

㉗
ひ
と
く
ち
と　

い
っ
て
か
あ
さ
ん　

け
ー
き
と
る
（
３
歳
）

　
　

㉘
ぶ
た
さ
ん
が　

こ
え
も
お
な
ら
も　

い
っ
し
ょ
だ
ぶ
ー
（
２
歳
）

　
　

㉙
へ
や
の
な
か　

ぐ
る
ぐ
る
は
し
る　

め
も
ま
わ
る
（
３
歳
）

　
　

㉚
ほ
ん
よ
む
と　

ぱ
ぱ
が
さ
き
に　

ね
て
し
ま
う
（
４
歳
）

　
　

㉛
ま
ん
ま
る
め　

す
い
ち
ゅ
う
め
が
ね
は　

か
え
る
の
め
（
５
歳
・
春
）

　
　

㉜
み
い
ら
は
ね　

は
ず
か
し
い
か
ら　

ほ
う
た
い
ま
く
（
６
歳
）

　
　

㉝
む
ず
か
し
い　

べ
ん
き
ょ
う
な
ん
て　

も
う
い
や
だ
（
６
歳
）

　
　

㉞
め
を
あ
け
て　

さ
か
な
が
ね
て
る　

ふ
し
ぎ
だ
な
（
３
歳
）

　
　

㉟
も
み
じ
の
は　

し
ん
ご
う
み
た
い
で　

ふ
し
ぎ
だ
な
（
４
歳
・
秋
）

　
　

㊱
や
ま
に
は
ね　

や
さ
し
い
か
ぜ
が　

ね
む
っ
て
る
（
７
歳
）

　
　

㊲
ゆ
き
だ
る
ま　

お
ひ
さ
ま
あ
び
て　

だ
い
え
っ
と
（
９
歳
・
冬
）

　
　

㊳
よ
ぼ
う
せ
っ
し
ゅ　

な
か
な
い
け
れ
ど　

ふ
る
え
た
よ
（
４
歳
）

　
　

㊴
ら
い
お
ん
さ
ん　

お
ひ
る
ね
ば
か
り　

あ
そ
び
な
さ
い
（
２
歳
・
夏
）

　
　

㊵
り
さ
ち
ゃ
ん
の　

お
う
ち
へ
い
っ
て　

ら
ん
ら
ん
ら
ん
（
４
歳
）

　
　

㊶
る
す
ば
ん
を　

た
の
ま
れ
た
ん
だ　

ち
ら
か
し
た
（
６
歳
）

　
　

㊷
れ
い
ぞ
う
こ　

た
べ
も
の
い
っ
ぱ
い　

た
べ
て
る
ね
（
４
歳
・
夏
）
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㊸
ろ
う
そ
く
の
ひ　

だ
ん
す
み
た
い
だ　

お
ど
っ
て
る
（
３
歳
・
秋
）

　
　

㊹
わ
あ
た
か
い　

く
れ
ー
ん
し
ゃ　

く
も
ま
で　

と
ど
き
そ
う
（
４
歳
）

　
　

㊺
さ
い
だ
ー
を　

あ
け
た
ら
ぷ
し
ゅ
っ
と　

お
な
ら
し
た
（
５
歳
・
夏
）

　
　

㊻
へ
び
さ
ん
て　

い
ろ
ん
な
か
た
ち
し
て　

あ
そ
ん
で
る
（
４
歳
・
夏
）

四
、
子
ど
も
俳
句
の
修
辞

　

考
察
に
入
る
。
子
ど
も
俳
句
に
は
比
喩
が
多
い
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
擬

人
化
・
オ
ノ
マ
ト
ペ
・
見
立
て
・
直
喩
・
隠
喩
と
い
う
五
種
類
の
修
辞
法
で
、
そ

の
総
数
は
三
十
句
に
の
ぼ
る
。
丸
数
字
で
示
せ
ば
、
①
②
③
④
⑥
⑦
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬

⑮
⑯
⑱
⑲
⑳
㉑
㉕
㉘
㉙
㉛
㉜
㉟
㊱
㊲
㊵
㊷
㊸
㊺
㊻
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
は
全
四
十
六
句
の
六
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
り
、
こ
の
教
材
の
も
っ

と
も
特
徴
的
な
表
現
と
い
え
る
。
子
ど
も
俳
句
の
特
色
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
の

比
喩
の
内
訳
を
多
い
順
に
示
せ
ば
、
十
一
句
（
37
％
）
が
擬
人
化
、
七
句

（
23
％
）
が
オ
ノ
マ
ト
ペ
、
五
句
（
17
％
）
が
見
立
て
、
四
句
（
13
％
）
が
直
喩
、

三
句
（
10
％
）
が
隠
喩
と
な
る
。
以
下
に
、
こ
の
順
序
で
各
句
の
内
容
に
言
及
す

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

ま
ず
、
次
の
擬
人
化
に
よ
る
十
一
句
を
列
挙
す
る
。

　
　

②
い
ち
ご
じ
ゃ
む　

ぬ
っ
た
ら
ぱ
ん
が　

て
れ
て
い
る
（
６
歳
）

　
　

⑪
さ
く
ら
ん
ぼ　

ふ
た
ご
を
た
べ
て　

ひ
と
り
っ
こ
（
２
歳
・
夏
）

　
　

⑬
す
り
ば
ち
の　

な
か
で
ご
ま
さ
ん　

め
ま
わ
る
（
２
歳
・
秋
）

　
　

⑱
つ
め
き
り
が　

あ
し
の
つ
め
を　

た
べ
ち
ゃ
っ
た
（
２
歳
）

　
　

⑳
と
う
も
ろ
こ
し　

ぱ
ぱ
と
お
ん
な
じ　

お
ひ
げ
あ
る
（
２
歳
・
秋
）

　
　

㉜
み
い
ら
は
ね　

は
ず
か
し
い
か
ら　

ほ
う
た
い
ま
く
（
６
歳
）

　
　

㊱
や
ま
に
は
ね　

や
さ
し
い
か
ぜ
が　

ね
む
っ
て
る
（
７
歳
）

　
　

㊲
ゆ
き
だ
る
ま　

お
ひ
さ
ま
あ
び
て　

だ
い
え
っ
と
（
９
歳
・
冬
）

　
　

㊷
れ
い
ぞ
う
こ　

た
べ
も
の
い
っ
ぱ
い　

た
べ
て
る
ね
（
４
歳
・
夏
）

　
　

㊺
さ
い
だ
ー
を　

あ
け
た
ら
ぷ
し
ゅ
っ
と　

お
な
ら
し
た
（
５
歳
・
夏
）

　
　

㊻
へ
び
さ
ん
て　

い
ろ
ん
な
か
た
ち
し
て　

あ
そ
ん
で
る
（
４
歳
・
夏
）

　

②
は
イ
チ
ゴ
ジ
ャ
ム
を
塗
っ
た
パ
ン
を
、
恥
ず
か
し
く
て
赤
く
な
っ
た
人
の
顔

と
み
た
。

　

⑪
は
一
つ
の
サ
ク
ラ
ン
ボ
の
花
芽
が
二
つ
ず
つ
実
を
つ
け
る
こ
と
を
発
見
し

て
、
そ
れ
を
双
子
に
見
立
て
た
擬
人
化
で
、
そ
の
一
つ
を
食
べ
た
の
で
、
一
人
っ

子
に
な
っ
た
と
つ
ぶ
や
い
て
い
る
。

　

⑬
は
母
親
が
す
り
鉢
で
ゴ
マ
を
す
り
お
ろ
す
様
子
を
覗
き
な
が
ら
の
つ
ぶ
や
き

で
あ
る
。

　

⑱
は
母
に
爪
を
切
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
際
の
会
話
の
一
つ
か
。
今
ど
き
の
爪
切

り
は
カ
バ
ー
付
き
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
切
ら
れ
た
爪
が
飛
び
散
ら
な
い
様
子
を
擬

人
化
し
た
。

　

⑳
は
玉
蜀
黍
（
南
蛮
黍
・
唐
黍
）
の
雌
し
べ
を
父
親
の
ヒ
ゲ
と
み
る
擬
人
化
。
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幼
児
に
あ
り
が
ち
な
つ
ぶ
や
き
だ
が
、
こ
れ
を
ヒ
ゲ
と
呼
ぶ
の
は
今
に
始
ま
っ
た

こ
と
で
は
な
い
。

　

㉜
の
「
み
い
ら
」
は
ミ
イ
ラ
。
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
で
も
見
た
の
だ
ろ
う
。
包
帯
を

し
て
動
き
ま
わ
る
不
思
議
に
、
恥
ず
か
し
い
ゆ
え
に
顔
を
隠
す
の
だ
と
い
う
、
一

つ
の
答
え
を
出
し
た
句
。

　

㊱
は
句
意
明
瞭
な
ら
ざ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
山
に
有
情
を
見
届
け
、
そ
の
山

を
歩
く
際
の
穏
や
か
な
風
に
、
市
街
地
に
な
い
優
し
さ
を
感
じ
と
っ
た
も
の
か
。

　

㊲
は
陽
気
の
せ
い
で
溶
け
て
ゆ
く
、
雪
だ
る
ま
に
感
情
移
入
し
た
句
。

　

㊷
は
冷
蔵
庫
の
擬
人
化
だ
が
、
成
長
に
従
っ
て
語
彙
が
増
え
れ
ば
「
た
べ
て
る

ね
」
と
い
う
認
識
は
消
え
る
た
ぐ
い
か
。

　

㊺
は
サ
イ
ダ
ー
の
口
を
開
け
る
際
の
炭
酸
音
を
人
間
の
オ
ナ
ラ
（
屁
）
に
見
立

て
た
擬
人
化
で
、
オ
ナ
ラ
自
体
に
感
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
興
味
ま
で
も
が
描
か
れ

る
。

　

㊻
は
蛇
の
不
思
議
な
動
き
に
、
遊
び
ま
わ
る
人
間
の
子
ど
も
を
重
ね
合
わ
せ

た
。
幼
児
に
と
っ
て
、
遊
び
以
上
の
解
釈
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
⑪
さ
く
ら
ん
ぼ
（
桜
桃
）、
⑬
ご
ま
（
胡
麻
）、
⑳
と
う
も
ろ
こ
し
（
玉

蜀
黍
）、
㊲
ゆ
き
だ
る
ま
（
雪
達
磨
）、
㊷
れ
い
ぞ
う
こ
（
冷
蔵
庫
）、
㊺
さ
い

だ
ー
（
サ
イ
ダ
ー
）、
㊻
へ
び
（
蛇
）
な
ど
は
季
感
（
季
題
・
季
語
）
と
認
め
う

る
言
葉
だ
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
後
述
の
「
六
、
季
題
（
季
語
）
の
問
題
」
で

検
討
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

次
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
（
い
わ
ゆ
る
擬
音
語
・
擬
態
語
）
に
よ
る
七
句
を
読
み
解

く
。

　
　

③
う
ろ
こ
ぐ
も　

お
そ
ら
が
ざ
ら
ざ
ら　

し
て
い
る
ね
（
４
歳
・
秋
）

　
　

⑦
き
ん
ぎ
ょ
ち
ゃ
ん　

い
や
よ
い
や
よ
と　

お
よ
い
で
る
（
２
歳
・
夏
）

　
　

⑲
て
ん
て
ん
て
ん　

て
ん
と
う
む
し
が　

て
に
と
ま
る
（
５
歳
・
夏
）

　
　

㉕
の
り
ま
き
は　

く
る
く
る
ま
く
よ　

お
い
し
そ
う
（
６
歳
）

　
　

㉘
ぶ
た
さ
ん
が　

こ
え
も
お
な
ら
も　

い
っ
し
ょ
だ
ぶ
ー
（
２
歳
）

　
　

㉙
へ
や
の
な
か　

ぐ
る
ぐ
る
は
し
る　

め
も
ま
わ
る
（
３
歳
）

　
　

㊵
り
さ
ち
ゃ
ん
の　

お
う
ち
へ
い
っ
て　

ら
ん
ら
ん
ら
ん
（
４
歳
）

　

③
は
〈
空
の
鱗
雲
が
ざ
ら
つ
い
て
見
え
る
〉
と
い
う
意
。「
ざ
ら
ざ
ら
」
を
副

詞
と
し
て
、
空
に
あ
っ
て
手
に
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
雲
を
、
あ
た
か
も
触
れ

て
い
る
か
の
よ
う
に
表
現
し
た
。
語
彙
や
表
現
力
の
不
足
が
も
た
ら
す
味
わ
い
で

も
あ
る
。

　

⑦
は
金
魚
が
カ
ラ
ダ
や
ヒ
レ
を
く
ね
ら
せ
て
泳
ぐ
さ
ま
を
、
不
承
知
の
意
思
表

示
と
み
た
。
言
語
能
力
が
十
分
で
は
な
い
幼
児
が
、
嫌
が
っ
た
り
、
し
ぶ
し
ぶ
承

知
し
た
り
す
る
仕
種
か
ら
思
い
つ
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。「
い
や
よ
い
や
よ
と
」

は
副
詞
「
い
や
い
や
」
に
同
じ
用
法
。

　

⑲
は
天
道
虫
が
飛
ん
で
き
て
、
手
に
止
ま
る
一
瞬
を
書
き
留
め
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
整
っ
た
韻
律
は
母
親
な
ど
、
他
者
が
記
録
し
た
こ
と
を
示
す
と
思
わ
れ
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る
。
名
詞
「
て
ん
て
ん
て
ん
」
が
水
玉
模
様
を
と
ら
え
た
擬
態
語
と
な
っ
て
い

る
。

　

㉕
は
寿
司
屋
で
職
人
の
様
子
を
観
察
し
た
と
み
る
よ
り
、
家
庭
で
親
と
一
緒
に

巻
き
寿
司
の
実
践
を
楽
し
ん
で
い
る
と
読
む
方
が
余
韻
豊
か
に
思
え
る
。「
く
る

く
る
」
と
い
う
副
詞
の
軽
や
か
な
擬
態
語
が
全
体
を
生
き
生
き
さ
せ
て
い
る
。

　

㉘
は
豚
の
声
と
お
な
ら
（
屁
）
に
共
通
す
る
音
「
ぶ
ー
」
を
発
見
し
て
興
じ

る
。
お
そ
ら
く
、
自
分
の
お
な
ら
も
思
い
出
し
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。
他
者
（
母
）

の
聞
き
取
り
で
あ
ろ
う
。

　

㉙
は
同
じ
と
こ
ろ
を
何
度
も
回
っ
て
、
平
衡
感
覚
を
失
う
遊
び
で
、
誰
に
も
記

憶
の
あ
る
と
こ
ろ
。
副
詞
「
ぐ
る
ぐ
る
」
は
少
し
も
巧
む
と
こ
ろ
が
な
い
が
、
そ

れ
も
子
ど
も
の
語
彙
の
特
徴
。

　

㊵
は
仲
良
し
の
家
に
遊
び
に
ゆ
く
期
待
、
あ
る
い
は
遊
ん
で
戻
っ
た
あ
と
の
余

韻
か
。「
ら
ん
」
は
二
度
の
繰
り
返
し
で
光
り
輝
く
さ
ま
を
い
う
が
、「
ら
ん
ら
ん

ら
ん
」
と
三
度
繰
り
返
す
こ
と
で
、
身
も
心
も
弾
む
姿
が
眼
前
に
浮
か
び
、
こ
れ

以
上
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

　

な
お
、
③
鱗
雲
（
鰯
雲
・
鯖
雲
）、
⑦
金
魚
、
⑲
天
道
虫
が
季
感
（
季
題
・
季

語
）
の
あ
る
言
葉
で
あ
る
点
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
「
六
、
季
題
（
季
語
）
の
問

題
」
で
取
り
上
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

次
に
見
立
て
に
よ
る
五
句
を
整
理
す
る
。

　
　

①
あ
め
ふ
っ
た
か
ら　

ぱ
ん
つ
の
な
か
も　

ぬ
れ
た
ん
だ
（
３
歳
）

　
　

④
え
ん
と
つ
は　

け
む
り
の
お
う
ち　

た
か
い
な
あ
（
６
歳
）

　
　

⑥
か
た
つ
む
り　

か
ら
を
ぬ
い
だ
ら　

く
じ
ら
さ
ん
（
３
歳
・
夏
）

　
　

⑩
こ
い
の
ぼ
り　

め
ざ
し
に
な
っ
て　

さ
ら
の
う
え
（
３
歳
・
夏
、
春
）

　
　

⑯
だ
い
こ
ん
を　

さ
か
さ
に
し
た
ら　

ろ
け
っ
と
だ
（
５
歳
・
冬
）

　

①
は
お
漏
ら
し
（
失
禁
）
を
雨
に
見
立
て
る
も
の
で
、
子
ど
も
の
弁
解
と
言
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

④
は
火
元
に
関
心
が
向
く
こ
と
な
く
、
煙
突
そ
の
も
の
を
煙
の
家
に
見
立
て
た

句
で
あ
る
。

　

⑥
蝸
牛
（
で
で
む
し
・
ま
い
ま
い
）
は
殻
を
取
っ
た
ら
ナ
メ
ク
ジ
、
と
い
う
話

は
聞
く
が
、
鯨
に
見
立
て
る
と
は
大
胆
で
、
残
酷
な
童
謡
の
よ
う
で
も
あ
る
。
蝸

牛
の
異
名
で
あ
る
ナ
メ
ク
ジ
ラ
・
ナ
メ
ク
ジ
リ
な
ど
が
発
想
の
原
点
か
。

　

⑩
は
食
卓
に
目
刺
が
並
べ
て
出
て
い
る
様
子
に
、
鯉
幟
の
泳
ぐ
さ
ま
を
思
い
出

し
た
。
そ
ん
な
見
立
て
で
あ
ろ
う
。

　

⑮
は
象
が
鼻
で
水
を
吸
っ
て
、
に
わ
か
雨
の
よ
う
に
振
り
ま
く
。
触
れ
合
え
る

動
物
園
な
ど
に
出
掛
け
た
際
の
、
そ
う
し
た
期
待
を
口
に
し
た
も
の
で
、
象
の
鼻

を
シ
ャ
ワ
ー
ヘ
ッ
ド
に
見
立
て
た
。

　

な
お
、
⑥
蝸
牛
、
⑩
鯉
幟
・
目
刺
、
⑯
大
根
が
季
題
で
あ
る
点
に
つ
い
て
は
、

後
述
の
「
五
、
季
題
（
季
語
）
の
問
題
」
で
取
り
上
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊
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最
後
に
直
喩
と
隠
喩
の
例
句
で
あ
る
。
ま
ず
直
喩
四
句
か
ら
。

　
　

⑨
け
ず
っ
た
え
ん
ぴ
つ　

と
ん
が
り
ぼ
う
し
の　

ま
じ
ょ
み
た
い
（
３
歳
）

　
　

㉑
な
が
い
も
は　

お
と
う
さ
ん
の　

あ
し
み
た
い
だ
ね
（
３
歳
・
秋
）

　
　

㉟
も
み
じ
の
は　

し
ん
ご
う
み
た
い
で　

ふ
し
ぎ
だ
な
（
４
歳
・
秋
）

　
　

㊸
ろ
う
そ
く
の
ひ　

だ
ん
す
み
た
い
だ　

お
ど
っ
て
る
（
３
歳
・
秋
）

　

こ
の
四
句
を
を
直
喩
と
す
る
根
拠
は
、
比
況
の
助
動
詞
「
み
た
い
（
如
し
）」

を
用
い
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
句
が
美
し
い
か
ど
う
か
、
適
切
か
ど
う

か
は
別
に
し
て
、
⑨
は
鉛
筆
の
削
ら
れ
た
先
が
魔
女
の
か
ぶ
る
尖と
が
っ
た
帽
子
に
、

㉑
は
長
芋
が
毛
の
生
え
る
父
親
の
足
に
、
㉟
は
紅
葉
や
黄
葉
が
信
号
機
の
色
に
、

㊸
は
蠟ろ
う
燭そ
く
の
揺
れ
る
炎
が
舞
踏
の
様
子
に
似
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
擬
人
化

や
見
立
て
を
好
む
子
ど
も
の
眼
を
、
こ
こ
に
も
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

続
く
隠
喩
三
句
は
次
の
通
り
。

　
　

⑫
し
ゃ
っ
く
り
は　

む
ね
と
お
な
か
の　

じ
し
ん
だ
ね
（
８
歳
）

　
　

⑯
だ
い
こ
ん
を　

さ
か
さ
に
し
た
ら　

ろ
け
っ
と
だ
（
５
歳
・
冬
）

　
　

㉛
ま
ん
ま
る
め　

す
い
ち
ゅ
う
め
が
ね
は　

か
え
る
の
め
（
５
歳
・
春
）

　

⑫
は
シ
ャ
ッ
ク
リ
を
地
震
に
、
⑯
は
大
根
を
ロ
ケ
ッ
ト
に
、
㉛
は
水
中
眼
鏡
を

蛙
の
目
に
な
ぞ
ら
え
る
句
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
断
言
し
て
い
る
点
で
、
直
喩
と

は
区
別
す
る
。

　

な
お
、
㉑
の
長
芋
、
㉟
の
紅
葉
・
黄
葉
、
⑯
の
大
根
、
そ
し
て
杓
子
定
規
に
い

え
ば
、
㊸
の
踊
り
と
、
㉛
の
蛙
も
多
く
の
歳
時
記
に
立
項
さ
れ
る
、
季
題
と
か
季

語
と
認
定
さ
れ
る
言
葉
だ
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
後
述
の
「
六
、
季
題
（
季

語
）
の
問
題
」
で
取
り
上
げ
る
。

五
、
子
ど
も
の
つ
ぶ
や
き

　

こ
れ
ま
で
、
比
喩
（
擬
人
化
・
オ
ノ
マ
ト
ペ
・
見
立
て
・
直
喩
・
隠
喩
）
と
い

う
視
点
で
、
他
と
区
別
で
き
る
句
に
解
説
を
加
え
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
比
喩
と

い
う
枠
組
み
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
、
子
ど
も
俳
句
の
つ
ぶ
や
き
を
整
理
す
る
。
モ

ノ
ロ
ー
グ
や
ツ
イ
ー
ト
の
類
で
、
表
現
と
し
て
は
素
朴
な
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
最
初
は
願
望
を
口
に
す
る
例
で
あ
る
。

　
　

⑤
お
っ
ぱ
い
が　

の
み
た
い
け
れ
ど　

ぼ
く
に
さ
い
（
２
歳
）

　
　

⑧
く
っ
き
ー
を　

あ
ま
い
ね
ん
ど
で　

つ
く
り
た
い
（
４
歳
）

　
　

⑭
せ
っ
ち
ゃ
く
ざ
い　

ぼ
く
と
ま
ま
も　

く
っ
つ
け
て
（
５
歳
）

　
　

㉔
ね
む
い
な
あ　

ぼ
く
も
か
え
る
と　

ね
よ
う
か
な
（
７
歳
・
春
）

　

⑤
は
年
齢
か
ら
み
て
、
母
親
に
よ
る
わ
が
子
の
ス
ケ
ッ
チ
で
あ
ろ
う
が
、
た
ど

た
ど
し
い
会
話
や
表
情
か
ら
、
こ
う
し
た
願
望
や
抑
制
が
読
み
取
ら
れ
る
こ
と
は

め
ず
ら
し
く
な
い
。
⑧
は
ク
ッ
キ
ー
だ
か
ら
、
粘
土
も
甘
い
も
の
が
欲
し
い
と
願
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い
、
⑭
は
接
着
剤
に
本
来
の
用
途
以
上
の
要
求
を
す
る
句
。
㉔
は
蛙
の
登
場
で
意

味
不
明
な
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
七
歳
は
眠
た
い
欲
求
を
自
ら
口
に
す
る
に
は
十
分

な
年
齢
で
あ
る
。

　

願
望
に
は
次
の
よ
う
に
、
そ
の
欲
求
が
表
現
の
奥
に
ひ
そ
ん
で
い
る
も
の
も
あ

る
。

　
　

㉖
は
ん
ぶ
ん
こ　

お
お
き
い
ほ
う
は　

ぼ
く
の
や
で
（
６
歳
）

　
　

㉗
ひ
と
く
ち
と　

い
っ
て
か
あ
さ
ん　

け
ー
き
と
る
（
３
歳
）

　
　

㉚
ほ
ん
よ
む
と　

ぱ
ぱ
が
さ
き
に　

ね
て
し
ま
う
（
４
歳
）

　

㉖
は
兄
弟
同
士
に
め
ず
ら
し
く
な
い
会
話
。
㉗
や
㉚
は
子
ど
も
の
発
言
や
表
情

で
は
あ
っ
て
も
、
十
七
拍
に
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
親
と
の
共
同
作
業
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
も
、
食
べ
た
い
、
読
み
た
い
と
い
う
願
望
が
根
底

に
あ
る
。

　

つ
ぶ
や
き
に
は
、
他
に
感
動
・
感
謝
・
驚
き
の
気
持
ち
を
、
そ
の
ま
ま
口
に
し

た
よ
う
な
句
も
あ
る
。

　
　

⑰
ち
き
ゅ
う
ぎ
の　

な
か
の
に
っ
ぽ
ん　

か
わ
い
い
ね
（
４
歳
）

　
　

㉓
ぬ
い
た
て
の　

か
わ
い
い
よ
う
ふ
く　

あ
り
が
と
う
（
６
歳
）

　
　

㉞
め
を
あ
け
て　

さ
か
な
が
ね
て
る　

ふ
し
ぎ
だ
な
（
３
歳
）

　
　

㊹
わ
あ
た
か
い　

く
れ
ー
ん
し
ゃ　

く
も
ま
で　

と
ど
き
そ
う
（
４
歳
）

　

⑰
は
地
球
儀
で
み
る
日
本
を
、
相
対
的
に
「
か
わ
い
い
（
小
さ
い
）」
と
喜
び
、

㉓
の
「
ぬ
い
た
て
の
」
と
い
う
措
辞
は
母
親
か
ら
の
助
け
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

が
、
前
の
句
に
も
見
え
た
「
か
わ
い
い
」
と
「
あ
り
が
と
う
」
の
二
語
は
育
児
の

局
面
で
頻
繁
に
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
㉞
は
眠
る
と
き
は
目
を
つ
む
る

と
い
う
常
識
を
疑
う
よ
う
な
驚
き
を
み
ご
と
に
ま
と
め
上
げ
、
㊹
は
ク
レ
ー
ン
車

の
ア
ー
ム
が
、
子
ど
も
に
ど
れ
ほ
ど
高
く
、
大
き
く
見
え
る
か
と
い
う
点
は
、
ま

こ
と
に
素
直
な
驚
き
と
い
っ
て
よ
い
。

　

内
省
・
嘆
息
と
い
う
視
点
か
ら
判
断
し
て
、
屈
折
し
た
感
情
を
ま
と
め
上
げ
た

句
も
少
し
あ
る
。

　
　

㉝
む
ず
か
し
い　

べ
ん
き
ょ
う
な
ん
て　

も
う
い
や
だ
（
６
歳
）

　
　

㊳
よ
ぼ
う
せ
っ
し
ゅ　

な
か
な
い
け
れ
ど　

ふ
る
え
た
よ
（
４
歳
）

　
　

㊶
る
す
ば
ん
を　

た
の
ま
れ
た
ん
だ　

ち
ら
か
し
た
（
６
歳
）

　

㉝
は
誰
も
が
一
度
は
つ
ぶ
や
い
た
経
験
が
あ
る
拒
絶
感
。
㊳
は
注
射
に
誠
実
に

向
き
合
っ
た
心
の
振
幅
。
㊶
は
大
人
の
期
待
通
り
に
留
守
番
を
す
る
つ
も
り
が
、

逆
の
結
果
に
な
っ
た
こ
と
へ
の
、
こ
と
ば
に
な
ら
な
い
反
省
。
い
ず
れ
も
子
ど
も

な
が
ら
に
、
深
い
溜た

め
息
が
聞
こ
え
る
よ
う
で
、
微
笑
ま
し
い
。

　

以
上
、
手
探
り
で
、
子
ど
も
の
つ
ぶ
や
き
を
分
類
し
て
み
た
が
、
最
後
に
残
っ

た
二
句
を
、
呼
び
掛
け
と
し
て
紹
介
し
て
、
こ
の
項
目
を
終
え
る
。
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㉒
に
わ
と
り
さ
ん　

ご
め
ん
ね
た
ま
ご　

た
べ
ち
ゃ
っ
た
（
５
歳
）

　
　

㊴
ら
い
お
ん
さ
ん　

お
ひ
る
ね
ば
か
り　

あ
そ
び
な
さ
い
（
２
歳
）

　

㉒
は
ニ
ワ
ト
リ
へ
呼
び
か
け
た
謝
罪
だ
が
、
そ
の
対
象
で
あ
る
卵
の
生
み
の
親

（
ニ
ワ
ト
リ
）
が
傍
ら
に
い
る
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
食
卓
な
ど
で
、
そ
の
卵

の
親
が
ニ
ワ
ト
リ
で
あ
る
こ
と
を
聞
か
さ
れ
た
際
の
独
り
言
で
で
あ
ろ
う
。
㊴
は

お
そ
ら
く
動
物
園
の
一
コ
マ
。
ご
ろ
り
と
寝
そ
べ
っ
て
、
目
を
あ
け
て
も
、
遠
く

を
見
る
ば
か
り
の
ラ
イ
オ
ン
に
呼
び
掛
け
た
句
。
要
求
が
「
あ
そ
び
な
さ
い
」
で

あ
る
と
こ
ろ
に
子
ど
も
ら
し
さ
が
出
て
い
る
。

六
、
季
題
（
季
語
）
の
問
題

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
子
ど
も
俳
句
を
要
約
す
れ
ば
、
そ
の
魅
力
は
第
一
に
全
体

の
六
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
及
ぶ
比
喩
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
は
外
界
に
存
在
す
る
客

観
的
世
界
の
一
つ
一
つ
が
新
鮮
で
、
す
で
に
身
に
つ
け
て
い
る
知
識
を
動
員
し
て

比
較
を
試
み
る
。

　

子
ど
も
に
と
っ
て
比
喩
と
は
、
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
の
精
一
杯
の
学
習
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
他
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
や
ツ
イ
ー
ト
に
は
、
言
い
捨
て
と
し

て
、
や
が
て
記
憶
の
外
に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
成
長

過
程
に
応
じ
た
願
望
や
感
謝
、
内
省
や
嘆
息
が
詰
め
込
ま
れ
て
、
そ
れ
を
聞
き
留

め
る
大
人
の
感
動
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
子
ど
も
俳
句
の
魅
力
と
限
界
は
こ
こ
に

あ
り
、
季
感
（
季
題
・
季
語
）
と
い
う
要
素
を
求
め
る
の
は
無
理
難
題
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
を
確
か
め
る
た
め
に
、
重
複
を
い
と
わ
ず
、
季
題
（
季
語
）
を
含
む
句
を

季
節
順
に
排
列
し
直
し
て
み
る
。

　
　
《
春
》
二
句

　
　

㉔
ね
む
い
な
あ　

ぼ
く
も
か
え
る
と　

ね
よ
う
か
な
（
7
歳
・
春
）

　
　

㉛
ま
ん
ま
る
め　

す
い
ち
ゅ
う
め
が
ね
は　

か
え
る
の
め
（
5
歳
・
春
）

　

春
は
蛙
を
季
題
（
季
語
）
と
す
る
二
句
で
あ
る
。
だ
が
、
前
者
は
蛙
が
い
る
場

所
が
わ
か
ら
な
い
し
、
句
の
内
容
か
ら
両
生
類
の
そ
れ
か
、
縫
い
ぐ
る
み
か
、
判

断
に
迷
う
曖
昧
さ
を
は
ら
む
。
ま
た
、
後
者
は
内
容
か
ら
、
水
泳
（
水
中
眼
鏡
）

の
句
と
と
れ
な
く
も
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
春
で
は
な
く
、
夏
季
の
句
で
あ

る
。
蛙
は
春
の
景
物
と
し
て
、
そ
の
声
を
愛
で
、
春
の
胎
動
に
そ
の
季
感
を
見
て

き
た
。
両
句
に
そ
れ
は
な
い
。

　
　
《
夏
》
九
句

　
　

⑩
こ
い
の
ぼ
り　

め
ざ
し
に
な
っ
て　

さ
ら
の
う
え
（
３
歳
）

　
　

⑪
さ
く
ら
ん
ぼ　

ふ
た
ご
を
た
べ
て　

ひ
と
り
っ
こ
（
２
歳
）

　
　

⑥
か
た
つ
む
り　

か
ら
を
ぬ
い
だ
ら　

く
じ
ら
さ
ん
（
３
歳
）

　
　

⑦
き
ん
ぎ
ょ
ち
ゃ
ん　

い
や
よ
い
や
よ
と　

お
よ
い
で
る
（
２
歳
）
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㊺
さ
い
だ
ー
を　

あ
け
た
ら
ぷ
し
ゅ
っ
と　

お
な
ら
し
た
（
５
歳
）

　
　

㊻
へ
び
さ
ん
て　

い
ろ
ん
な
か
た
ち
し
て　

あ
そ
ん
で
る
（
４
歳
）

　
　

⑲
て
ん
て
ん
て
ん　

て
ん
と
う
む
し
が　

て
に
と
ま
る
（
５
歳
）

　
　

㊴
ら
い
お
ん
さ
ん　

お
ひ
る
ね
ば
か
り　

あ
そ
び
な
さ
い
（
２
歳
）

　
　

㊷
れ
い
ぞ
う
こ　

た
べ
も
の
い
っ
ぱ
い　

た
べ
て
る
ね
（
４
歳
）

　

夏
は
こ
の
九
句
で
あ
る
。
桜
桃
と
天
道
虫
の
句
に
素
直
な
味
わ
い
が
あ
る
が
、

そ
の
他
に
は
季
感
が
欠
落
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
鯉
幟
は
邪
気
を
払
う
男
児
の

節
句
。
蝸
牛
は
弱
々
し
さ
と
、
そ
の
角
に
興
味
を
寄
せ
て
き
た
題
目
。
金
魚
は
涼

し
げ
な
景
物
で
、
サ
イ
ダ
ー
も
清
涼
感
が
そ
の
味
わ
い
。
蛇
は
鼠
な
ど
を
食
べ
て

有
益
、
燕
の
子
な
ど
を
食
べ
て
人
を
悲
し
ま
せ
て
き
た
生
き
物
。
昼
寝
は
夏
の
体

力
回
復
法
で
あ
り
、
冷
蔵
庫
は
腐
敗
か
ら
食
物
を
守
る
も
の
。
子
ど
も
の
句
に
こ

う
し
た
季
感
を
求
め
る
の
は
む
ず
か
し
い
の
で
あ
る
。

　
　
《
秋
》
六
句

　
　

③
う
ろ
こ
ぐ
も　

お
そ
ら
が
ざ
ら
ざ
ら　

し
て
い
る
ね
（
４
歳
）

　
　

⑳
と
う
も
ろ
こ
し　

ぱ
ぱ
と
お
ん
な
じ　

お
ひ
げ
あ
る
（
２
歳
）

　
　

㉑
な
が
い
も
は　

お
と
う
さ
ん
の　

あ
し
み
た
い
だ
ね
（
３
歳
）

　
　

㉟
も
み
じ
の
は　

し
ん
ご
う
み
た
い
で　

ふ
し
ぎ
だ
な
（
４
歳
）

　
　

㊸
ろ
う
そ
く
の
ひ　

だ
ん
す
み
た
い
だ　

お
ど
っ
て
る
（
３
歳
）

　
　

⑬
す
り
ば
ち
の　

な
か
で
ご
ま
さ
ん　

め
ま
わ
る
（
２
歳
）

　

秋
の
句
は
こ
の
六
句
で
あ
る
。
あ
え
て
俳
句
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
見
れ
ば
、

も
の
み
な
衰
え
ゆ
く
秋
の
象
徴
的
な
鱗
雲
（
鰯
雲
・
鯖
雲
）
に
荒
れ
た
空
を
読
み

取
り
、
紅
葉
の
美
し
さ
を
信
号
機
の
色
で
と
ら
え
る
目
に
は
一
定
の
評
価
を
与
え

ら
れ
よ
う
。
一
方
で
、
玉
蜀
黍
の
句
も
、
長
芋
の
句
も
、
胡
麻
の
句
も
、
収
穫
の

世
界
に
及
ば
な
い
子
ど
も
の
目
を
責
め
ら
れ
な
い
。
ま
し
て
や
、
踊
り
が
盆
踊
り

を
意
味
す
る
と
い
う
知
識
を
求
め
る
の
は
愚
か
で
、
こ
れ
ま
た
、
季
題
と
し
て
読

ん
で
は
い
け
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
　
《
冬
》
二
句

　
　

⑯
だ
い
こ
ん
を　

さ
か
さ
に
し
た
ら　

ろ
け
っ
と
だ
（
5
歳
）

　
　

㊲
ゆ
き
だ
る
ま　

お
ひ
さ
ま
あ
び
て　

だ
い
え
っ
と
（
9
歳
）

　

こ
の
冬
の
二
句
は
と
も
に
よ
く
観
察
し
て
い
て
興
味
深
い
が
、
季
感
（
季
題
・

季
語
）
の
理
解
と
い
う
点
で
は
雪
だ
る
ま
の
句
に
情
が
備
わ
り
、
大
根
の
句
は
言

い
捨
て
に
終
わ
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
季
題
に
無
頓
着
な
子
ど
も
に
、
伝
統
的
な

知
識
を
求
め
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。

　

四
季
の
移
ろ
い
に
見
届
け
ら
れ
る
季
感
（
季
題
・
季
語
）
の
魅
力
は
、
た
と
え

ば
「
つ
ひ
に
ゆ
く
道
と
は
か
ね
て
聞
き
し
か
ど
昨
日
今
日
と
は
思
は
ざ
り
し
を

（
業
平
・
古
今
・
哀
傷
）
と
か
、「
露
の
世
は
露
の
世
な
が
ら
さ
り
な
が
ら
」（
一

茶
・
お
ら
が
春
）
と
い
う
無
常
の
系
譜
に
頼
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
学
ぶ
に
は
そ
れ
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な
り
の
成
長
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
子
ど
も
俳
句
に
季
感
（
季
題
・
季
語
）
の
教
育

は
い
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
み
た
。

七
、
表
記
の
問
題

　

表
現
に
向
き
合
う
と
き
の
子
ど
も
の
関
心
が
、
四
季
折
々
の
風
情
で
な
く
、
外

界
の
理
解
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
が
、
そ
の
達
成
の
た
め
に
、
提
案
し
て

お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
文
中
で
切
る
必
要
が
あ
る
と
き
に
は
五
・
七
・
五

と
杓
子
定
規
に
切
る
の
で
な
く
、
意
味
（
言
葉
の
表
す
内
容
）
に
よ
っ
て
切
る
と

い
う
提
案
で
あ
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、

　
　

㉒
に
わ
と
り
さ
ん
／
ご
め
ん
ね
た
ま
ご
／
た
べ
ち
ゃ
っ
た

　

と
書
け
ば
「
ご
め
ん
ね
た
ま
ご
」
と
い
う
卵
が
実
在
す
る
か
の
よ
う
な
誤
解
を

与
え
か
ね
な
い
。
そ
れ
を
避
け
る
に
は
、「
に
わ
と
り
さ
ん
ご
め
ん
ね
／
た
ま
ご

た
べ
ち
ゃ
っ
た
」
と
意
味
に
よ
っ
て
分
離
す
れ
ば
よ
い
。
五
・
七
・
五
と
、
す
べ
て

を
等
し
並
み
に
分
け
て
、
い
た
ず
ら
に
混
乱
を
招
い
て
は
い
け
な
い
と
思
う
の
で

あ
る
。
お
せ
っ
か
い
な
が
ら
、
以
下
に
私
案
を
羅
列
し
て
お
く
。

　
《
初
句
切
れ
》

①
あ
め
ふ
っ
た
か
ら
／
ぱ
ん
つ
の
な
か
も
ぬ
れ
た
ん
だ
、
③
う
ろ
こ
ぐ
も
／

お
そ
ら
が
ざ
ら
ざ
ら
し
て
い
る
ね
、
⑥
か
た
つ
む
り
／
か
ら
を
ぬ
い
だ
ら
く

じ
ら
さ
ん
、
⑦
き
ん
ぎ
ょ
ち
ゃ
ん
／
い
や
よ
い
や
よ
と
お
よ
い
で
る
、
⑨
け

ず
っ
た
え
ん
ぴ
つ
／
と
ん
が
り
ぼ
う
し
の
ま
じ
ょ
み
た
い
、
⑩
こ
い
の
ぼ
り

／
め
ざ
し
に
な
っ
て
さ
ら
の
う
え
、
⑪
さ
く
ら
ん
ぼ
／
ふ
た
ご
を
た
べ
て
ひ

と
り
っ
こ
、
⑭
せ
っ
ち
ゃ
く
ざ
い
／
ぼ
く
と
ま
ま
も
く
っ
つ
け
て
、
⑲
て
ん

て
ん
て
ん
／
て
ん
と
う
む
し
が
て
に
と
ま
る
、
⑳
と
う
も
ろ
こ
し
／
ぱ
ぱ
と

お
ん
な
じ
お
ひ
げ
あ
る
、㉔
ね
む
い
な
あ
／
ぼ
く
も
か
え
る
と
ね
よ
う
か
な
、

㉖
は
ん
ぶ
ん
こ
／
お
お
き
い
ほ
う
は
ぼ
く
の
や
で
、
㉚
ほ
ん
よ
む
と
／
ぱ
ぱ

が
さ
き
に
ね
て
し
ま
う
、
㉜
み
い
ら
は
ね
／
は
ず
か
し
い
か
ら
ほ
う
た
い
ま

く
、
㉝
む
ず
か
し
い
／
べ
ん
き
ょ
う
な
ん
て
も
う
い
や
だ
、
㉟
も
み
じ
の
は

／
し
ん
ご
う
み
た
い
で
ふ
し
ぎ
だ
な
、
㊱
や
ま
に
は
ね
／
や
さ
し
い
か
ぜ
が

ね
む
っ
て
る
、
㊲
ゆ
き
だ
る
ま
／
お
ひ
さ
ま
あ
び
て
だ
い
え
っ
と
、
㊳
よ
ぼ

う
せ
っ
し
ゅ
／
な
か
な
い
け
れ
ど
ふ
る
え
た
よ
、
㊷
れ
い
ぞ
う
こ
／
た
べ
も

の
い
っ
ぱ
い
た
べ
て
る
ね
、
㊸
ろ
う
そ
く
の
ひ
／
だ
ん
す
み
た
い
だ
お
ど
っ

て
る

　
《
中
七
切
れ
》

④
え
ん
と
つ
は
け
む
り
の
お
う
ち
／
た
か
い
な
あ
、
⑤
お
っ
ぱ
い
が
の
み
た

い
け
れ
ど
／
ぼ
く
に
さ
い
、
㉕
の
り
ま
き
は
く
る
く
る
ま
く
よ
／
お
い
し
そ

う
、
㉙
へ
や
の
な
か
ぐ
る
ぐ
る
は
し
る
／
め
も
ま
わ
る
、
㉞
め
を
あ
け
て
さ

か
な
が
ね
て
る
／
ふ
し
ぎ
だ
な
、
㊴
ら
い
お
ん
さ
ん
お
ひ
る
ね
ば
か
り
／
あ

そ
び
な
さ
い
㊵
り
さ
ち
ゃ
ん
の
お
う
ち
へ
い
っ
て
／
ら
ん
ら
ん
ら
ん
、
㊶
る

す
ば
ん
を
た
の
ま
れ
た
ん
だ
／
ち
ら
か
し
た

　
《
不
規
則
な
切
れ
》
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②
い
ち
ご
じ
ゃ
む
ぬ
っ
た
ら
／
ぱ
ん
が
て
れ
て
い
る
、
㉒
に
わ
と
り
さ
ん
ご

め
ん
ね
／
た
ま
ご
た
べ
ち
ゃ
っ
た
、
㉗
ひ
と
く
ち
と
い
っ
て
／
か
あ
さ
ん

け
ー
き
と
る
、
㉘
ぶ
た
さ
ん
が
こ
え
も
お
な
ら
も
い
っ
し
ょ
だ
／
ぶ
ー
、
㊹

わ
あ
た
か
い
／
く
れ
ー
ん
し
ゃ
く
も
ま
で
と
ど
き
そ
う
、
㊺
さ
い
だ
ー
を
あ

け
た
ら
／
ぷ
し
ゅ
っ
と
お
な
ら
し
た

　
《
切
れ
な
し
》

⑧
く
っ
き
ー
を
あ
ま
い
ね
ん
ど
で
つ
く
り
た
い
、
⑫
し
ゃ
っ
く
り
は
む
ね
と

お
な
か
の
じ
し
ん
だ
ね
、
⑬
す
り
ば
ち
の
な
か
で
ご
ま
さ
ん
め
ま
わ
る
、
⑮

ぞ
う
さ
ん
の
は
な
の
し
ゃ
わ
ー
が
か
ぶ
り
た
い
、
⑯
だ
い
こ
ん
を
さ
か
さ
に

し
た
ら
ろ
け
っ
と
だ
⑰
ち
き
ゅ
う
ぎ
の
な
か
の
に
っ
ぽ
ん
か
わ
い
い
ね
、
⑱

つ
め
き
り
が
あ
し
の
つ
め
を
た
べ
ち
ゃ
っ
た
、
㉑
な
が
い
も
は
お
と
う
さ
ん

の
あ
し
み
た
い
だ
ね
、
㉓
ぬ
い
た
て
の
か
わ
い
い
よ
う
ふ
く
あ
り
が
と
う
、

㉛
ま
ん
ま
る
め
す
い
ち
ゅ
う
め
が
ね
は
か
え
る
の
め
、
㊻
へ
び
さ
ん
て
い
ろ

ん
な
か
た
ち
し
て
あ
そ
ん
で
る

む
す
び
に

　

私
の
守
備
範
囲
は
俳
文
学
（
連
歌
・
俳
諧
・
俳
句
）
で
あ
る
。
か
つ
て
、
そ
の

〈
専
門
分
野
を
踏
ま
え
、「
研
究
者
と
し
て
研
究
」
す
る
こ
と
の
意
味
と
は
何
か
〉

と
問
わ
れ
、〈
俳
文
学
の
研
究
を
通
じ
て
詩
歌
の
海
に
遊
び
、
そ
の
感
動
を
後
世

に
伝
え
る
こ
と
〉（「
教
員
が
語
る
大
学
院
の
魅
力
」
東
洋
大
学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）

と
答
え
た
こ
と
が
あ
る
。

　

こ
の
心
情
に
偽
り
は
な
く
、
四
十
年
を
超
え
る
講
義
や
、
毎
年
三
十
名
前
後
が

集
う
恵
ま
れ
た
ゼ
ミ
で
、
生
き
る
力
と
し
て
の
詩
歌
を
説
き
、
そ
の
暮
ら
し
に
お

け
る
意
義
を
語
り
続
け
た
。
し
か
し
、
ま
も
な
く
社
会
に
出
て
、
自
分
の
人
生
を

切
り
拓
か
ね
ば
な
ら
な
い
若
者
た
ち
の
、
ど
の
よ
う
な
後
押
し
に
な
り
得
た
か
を

考
え
る
と
、
い
か
に
も
心
許
な
い
。

　

先
方
に
届
か
な
い
、
こ
の
歯
が
ゆ
い
思
い
は
、
何
も
学
生
た
ち
に
対
し
て
ば
か

り
で
は
な
い
。
縁
あ
っ
て
、
各
地
の
自
治
体
や
、
そ
の
教
育
委
員
会
な
ど
が
主
催

す
る
講
演
や
講
座
に
招
か
れ
、
一
般
の
人
々
に
向
け
て
、
俳
諧
を
中
心
に
日
本
の

詩
歌
の
魅
力
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
そ
の
後
味
は
学
生
に
向
き
合
っ
た
場
合
に
異

な
ら
な
い
。

　

い
ず
れ
も
強
い
興
味
を
抱
い
て
は
く
れ
る
も
の
の
、
詩
歌
が
そ
の
後
の
生
活
に

と
け
込
む
に
は
至
ら
な
い
の
だ
。
な
か
に
は
、
初
等
・
中
等
教
育
の
単
元
に
、
短

歌
や
俳
句
の
教
材
は
あ
っ
て
も
、
授
業
が
成
立
し
て
い
る
教
員
は
あ
ま
り
い
な
い

の
で
は
な
い
か
、
と
嘆
く
現
職
の
教
員
も
い
る
。
や
ま
と
歌
が
暮
ら
し
に
根
付
か

な
い
原
因
は
、
私
の
力
不
足
だ
け
で
は
な
さ
そ
う
だ
。

　

こ
う
し
た
現
状
を
理
解
す
る
一
つ
の
手
掛
か
り
が
あ
る
。
平
成
九
年

（
一
九
九
七
）
に
短
歌
誌
『
ア
ラ
ラ
ギ
』
が
終
刊
と
な
っ
た
。
こ
の
組
織
は
正
岡

子
規
門
下
の
集
う
根
岸
短
歌
会
を
源
流
と
し
て
、
万
葉
調
と
写
生
を
掲
げ
、
生
活

に
密
着
し
た
歌
風
を
以
て
、
長
く
近
代
短
歌
の
最
大
勢
力
で
あ
っ
た
。

　

彼
ら
の
社
会
的
な
役
割
は
、
近
代
俳
句
に
お
け
る
俳
誌
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
が
担
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う
も
の
に
似
て
い
た
が
、『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
歴
史
が
高
浜
虚
子
没
後
も
そ
の
一

族
の
経
営
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、『
ア
ラ
ラ
ギ
』
の
歴
史
は
第
二

次
大
戦
後
に
続
い
た
有
力
会
員
の
分
離
独
立
に
よ
っ
て
、
結
束
力
を
弱
め
て
ゆ
く

道
を
歩
ん
で
い
る
。

　

そ
の
『
ア
ラ
ラ
ギ
』
終
刊
に
つ
い
て
、
岡
井
隆
に
「「
ア
ラ
ラ
ギ
終
刊
」
で
考

え
た
こ
と
」（
東
京
新
聞
、「
う
た
の
現
在
」
平
成
９
）
と
い
う
示
唆
に
富
む
コ
ラ

ム
が
あ
る
。

　

こ
れ
は
長
文
で
な
い
こ
と
、
ま
た
誤
読
を
避
け
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
、
そ
し
て
、

何
よ
り
も
著
者
に
敬
意
を
払
う
べ
き
こ
と
の
三
点
を
理
由
に
、
全
文
を
掲
げ
る
。

　
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
が
本
年
中
に
終
刊
す
る
と
い
う
。
少
年
の
こ
ろ
か
ら
「
ア

ラ
ラ
ギ
」を
ほ
ぼ
絶
対
的
な
価
値
と
し
て
教
え
込
ま
れ
た
私
は
、自
分
の
育
っ

た
母
郷
の
な
く
な
る
よ
う
な
寂
し
さ
を
覚
え
る
が
、
私
情
を
離
れ
て
、
こ
こ

に
至
っ
た
経
緯
を
推
測
し
て
み
た
い
。

　

伝
え
ら
れ
る
「
解
散
の
理
由
」
の
う
ち
、
土
屋
文
明
の
死
（
一
九
九
〇
年

一
二
月
）
を
除
け
ば
、中
心
歌
人
の
高
齢
化
と
若
手
育
成
の
困
難
の
二
つ
は
、

現
代
短
歌
が
直
面
し
て
い
る
難
問
で
あ
っ
て
、
個
々
の
結
社
の
か
か
え
込
ん

で
い
る
状
況
を
超
え
て
い
る
。
短
歌
そ
の
も
の
が
、
今
し
ず
か
に
滅
び
よ
う

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
大
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
と
い
え
ど
も
、
そ
の
運
命

に
し
た
が
っ
て
終
焉
を
迎
え
る
外
な
い
の
で
あ
る
。
潔
い
態
度
と
い
え
る
の

だ
。
短
歌
は
型
（
か
た
）
の
習
得
の
た
め
五
年
十
年
を
要
す
る
伝
統
文
芸
で

あ
る
。
そ
れ
も
十
代
二
十
代
の
年
少
の
時
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
歌
好
き

0

0

0

に
な
っ

て
熱
中
し
な
い
と
習
熟
し
な
い
し
、
本
当
の
面
白
さ
が
わ
か
ら
な
い
の
が
通

例
で
あ
る
。
そ
う
い
う
文
芸
を
誇
り
を
も
っ
て
作
る
た
め
に
は
、
⑴
伝
統
的

民
族
的
な
文
化
の
尊
重
、
⑵
古
来
伝
え
ら
れ
た
日
本
語
へ
の
愛
情
が
基
礎
に

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
敗
戦
後
の
日
本
に
は
こ
の
両
者
が
欠
け
て
い
た
。

戦
争
に
敗
け
外
国
に
占
領
さ
れ
る
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
。

「
幼
な
児
の
語
調
も
変
り
く
る
と
い
ふ
に
い
か
に
か
守
ら
む
こ
の
日
本
語
を
」

（
文
明
）
と
、
心
あ
る
先
人
は
憂
え
た
が
、
第
二
芸
術
論
と
誤
ま
れ
る
国
語

改
革
は
、
ア
メ
リ
カ
文
化
の
浸
透
と
共
に
、
短
歌
の
生
育
す
る
土
壌
を
変
え

て
し
ま
っ
た
。
私
な
ど
も
、
そ
の
こ
と
に
気
付
く
の
は
き
わ
め
て
遅
く
、
今

ご
ろ
に
な
っ
て
口
惜
し
い
思
い
を
し
て
い
る
始
末
だ
。「
ア
ラ
ラ
ギ
」
が
歴

史
的
仮
名
遣
い
を
固
持
し
て
き
た
の
は
正
し
い
態
度
だ
っ
た
が
、
教
育
界
と

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
新
仮
名
と
当
用
漢
字
を
一
般
化
し
て
し
ま
っ
た
以
上
、
衆

寡
敵
せ
ず
で
あ
る
。

　
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
は
、
も
と
も
と
少
数
の
エ
リ
ー
ト
（
も
の
好
き
、
と
い
っ

て
も
い
い
）
の
結
社
で
、「
少
数
に
て
常
に
少
数
に
て
あ
り
し
か
ば
ひ
と
つ

心
を
保
ち
来
に
け
り
」（
文
明
）
と
歌
わ
れ
た
通
り
で
あ
る
。
近
代
文
学
そ

の
も
の
が
本
来
、
少
数
者
が
、
深
い
伝
統
的
教
養
を
共
有
し
つ
つ
社
会
の
片

隅
で
ひ
そ
か
に
と
り
行
な
う
祭
儀
の
よ
う
な
も
の
だ
。
つ
ま
り
時
代
遅
れ
の

保
守
的
な
体
質
を
持
つ
。
い
ま
文
学
の
地
盤
沈
下
が
言
わ
れ
る
が
、
文
化
の

大
衆
化
は
、
も
と
も
と
文
学
の
体
質
に
反
す
る
の
で
あ
る
。
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「
ア
ラ
ラ
ギ
」
が
築
い
た
写
生
の
理
論
。
万
葉
集
復
興
の
文
献
。
時
代
に

即
応
し
た
機
敏
な
作
品
群
。
そ
れ
ら
近
代
短
歌
の
宝
物
を
、
私
は
静
か
に
賞

翫
し
な
が
ら
、
短
歌
そ
の
も
の
の
〈
秋
〉
を
愛
惜
し
つ
つ
こ
れ
か
ら
の
歳
月

を
過
ご
そ
う
と
思
う
。

　

一
読
し
て
、
俳
句
を
含
め
た
、
伝
統
的
な
短
詩
型
文
芸
の
末
世
に
言
及
し
て
い

る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
杉
浦
明
平
の
『
戦
後
短
歌
論
』（
昭
和
二
六
・
三　

ペ
リ
カ

ン
書
房
）
の
読
後
感
に
似
た
動
揺
を
禁
じ
得
な
い
。
要
約
す
れ
ば
以
下
の
よ
う
で

あ
る
。

　

岡
井
隆
氏
に
と
っ
て
『
ア
ラ
ラ
ギ
』
は
絶
対
的
な
価
値
で
あ
っ
た
。
解
散
の
理

由
は
、
①
平
成
二
年
（
一
九
九
〇
）
の
指
導
者
土
屋
文
明
の
死
去
、
②
中
心
と
な

る
歌
人
の
高
齢
化
、
③
若
手
歌
人
を
育
成
す
る
こ
と
が
困
難
の
三
点
。
だ
が
②
と

③
は
『
ア
ラ
ラ
ギ
』
を
超
え
た
、
戦
後
日
本
が
抱
え
る
難
問
で
、
短
歌
そ
の
も
の

が
静
か
に
滅
び
ゆ
く
運
命
を
、『
ア
ラ
ラ
ギ
』
も
受
け
容
れ
る
し
か
な
い
と
い
う
。

　

そ
の
理
由
は
何
か
。
短
歌
は
、
ま
ず
型
（
か
た
）
の
習
得
が
不
可
欠
な
伝
統
文

芸
。
十
代
、
二
十
代
で
歌
好
き
に
な
り
、
熱
中
す
る
時
間
が
な
い
と
身
に
つ
か
な

い
し
、
面
白
さ
も
わ
か
ら
な
い
。
こ
う
し
た
文
芸
を
誇
り
に
生
き
る
に
は
、
伝
統

的
民
族
的
な
文
化
の
尊
重
と
、
古
来
の
日
本
語
へ
の
愛
情
を
基
礎
と
す
る
。
だ

が
、
敗
戦
後
の
日
本
に
は
こ
の
両
者
が
欠
け
て
い
た
。
そ
れ
が
滅
び
る
理
由
で
あ

る
。
戦
争
に
負
け
、
外
国
に
占
領
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
な
の

だ
。

　

具
体
的
に
は
、
桑
原
武
夫
の
「
第
二
芸
術
」（
岩
波
書
店
『
世
界
』
昭
21
・
11
）

に
始
ま
る
短
詩
型
文
学
否
定
論
に
戸
惑
い
、
誤
っ
た
国
語
改
革
（
漢
字
廃
止
・
制

限
論
、
当
用
漢
字
・
現
代
か
な
づ
か
い
論
）
に
、
教
育
界
も
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
も
押

し
切
ら
れ
し
ま
っ
た
こ
と
を
指
す
。
こ
れ
で
は
、
育
つ
は
ず
の
も
の
も
育
た
な

い
。
短
詩
型
文
芸
に
勝
ち
目
は
な
く
、
一
巻
の
終
わ
り
な
の
だ
と
い
う
。

　

だ
が
、『
ア
ラ
ラ
ギ
』
は
も
と
か
ら
少
数
の
エ
リ
ー
ト
集
団
。
い
や
本
来
、
近

代
文
学
と
は
伝
統
を
共
有
す
る
少
数
者
が
、
社
会
の
片
隅
で
ひ
そ
か
に
執
り
行
な

う
祭
儀
に
似
た
世
界
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
文
学
に
地
盤
沈
下
や
大
衆
化
な
ど
は
あ

り
得
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
い
う
現
状
を
招
い
た
か
ら
に
は
、
短
歌
そ
の
も
の
の

が
終
焉
に
向
か
う
歳
月
を
、
愛
惜
し
つ
つ
暮
ら
す
ほ
か
な
い
。

　

こ
の
岡
井
氏
の
文
章
全
体
を
流
れ
る
終
末
観
に
従
え
ば
、
私
の
四
十
数
年
に
及

ぶ
教
壇
の
仕
事
な
ど
は
、
現
実
と
歴
史
の
見
分
け
が
つ
か
な
い
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ

の
所
業
に
見
え
て
く
る
。
だ
が
、
私
は
「
俳
諧
の
益え
き
は
俗
語
を
正
す
な
り
」（
土

芳
『
三
冊
子
』）
と
い
う
松
尾
芭
蕉
の
こ
と
ば
を
拠
り
ど
こ
ろ
に
、
芭
蕉
晩
年
の

「
軽
み
」
志
向
や
、
子
規
・
虚
子
の
「
写
生
」
と
い
う
事
業
は
、
文
化
の
擬
死
再

生
に
不
可
欠
な
、
大
衆
化
路
線
で
あ
っ
て
、
少
数
エ
リ
ー
ト
集
団
の
ま
つ
り
ご
と

で
あ
っ
た
と
は
考
え
な
い
。
そ
の
再
生
の
兆
し
は
「
春
暮
れ
て
の
ち
夏
に
な
り
、

夏
果
て
て
秋
の
来く

る
に
は
あ
ら
ず
」（『
徒
然
草
』
一
五
五
段
）
と
い
う
至
言
に
似

て
、
終
末
の
景
色
の
う
ち
に
、
す
で
に
見
え
て
い
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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新
聞
や
短
歌
・
俳
句
の
結
社
誌
が
支
え
た
、
明
治
時
代
以
後
の
文
化
に
先
が
見

え
な
い
と
い
う
点
で
岡
井
氏
の
悲
嘆
に
共
鳴
し
つ
つ
も
、
日
本
の
伝
統
的
な
詩
歌

を
考
現
学
と
い
う
方
法
で
、
次
代
へ
受
け
渡
す
模
索
を
試
み
よ
う
と
思
う
の
で
あ

る
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
芭
蕉
会
議
（
実
作
と
研
究
の
会
）
に
お
け
る
「
ゼ
ロ
か
ら
の
俳

句
塾
」（
令
和
元
年
九
月
十
四
日
、
於
東
京
ル
ー
テ
ル
セ
ン
タ
ー
）
に
お
い
て

「
無
季
の
魅
力
」
と
題
し
た
講
話
を
基
礎
に
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
場
を
借
り

て
、
教
材
と
し
た
『
こ
ど
も
は
い
く
か
る
た
』
を
編
ん
だGakken

と
、
そ
の
も

と
に
な
っ
た
「
ち
び
っ
こ
俳
壇
」（
産
経
新
聞
・
文
化
部
）
に
御
礼
申
し
上
げ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

有
季
定
型
・
比
喩
・
敗
戦
・
国
語
改
革
・
擬
死
再
生


