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1－　－

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。（
字
数
制
限
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
句
読
点
や
記
号
を
ふ
く
み
ま
す
。）

　

芭ば

蕉し
ょ
う

の
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
は
、
お
そ
ら
く
日
本
の
古
典
文
学
の
な
か
で
も
一
番
愛
さ
れ
て
い
る
作
品
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
一
つ
に
は
、
日
本
に
は
日
記
文
学
や

旅
日
記
の
伝
統
が
根
強
い
か
ら
で
し
ょ
う
。
日
本
人
は
そ
う
い
う
旅
日
記
を
読
む
の
が
非
常
に
好
き
な
の
で
す
。

　

し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
芭
蕉
の
作
っ
た
俳
句
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
傑け

っ

作さ
く

の
大
部
分
は
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
旅
の
間
に
作
ら

れ
た
の
だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　

も
し
だ
れ
か
恐お

そ

ろ
し
い
暴
君
が
私
に
、
芭
蕉
の
俳
句
の
な
か
で
一
番
い
い
も
の
を
選
べ
、
そ
う
で
な
い
と
殺
す
、
と
言
っ
た
と
す
れ
ば
、
私
は
や
は
り
、

　
Ａ
　
夏
草
や 

兵
つ
わ
も
の

ど
も
が 

夢
の
跡あ

と

 

と
い
う
句
を
選
ぶ
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

　

こ
れ
は
（
注
１
）毛も
う

越つ
う

寺
と
い
う
寺
で
作
っ
た
句
で
す
が
、
芭
蕉
が
目
の
前
の
原
に
夏
草
の
茂し

げ

る
の
を
見
て
、
こ
こ
で
戦
っ
て
こ
こ
で
死
ん
だ
兵
士
の
、
こ
れ
が
そ
の
夢
の
跡
な
の

だ
、
と
詠よ

ん
だ
も
の
で
す
。
ど
う
し
て
十
七
の
文
字
で
こ
れ
だ
け
内
容
の
あ
る
句
が
作
れ
た
の
か
、
私
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
句
に
は
、
日
本
人
の
学
者
が
あ
ま
り
指し

摘て
き

し
な
い
よ
さ
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
句
に
は
、
オ
と
い
う
発
音
が
非
常
に
多
い
の
で
す
。
た
と
え
ば
ロ
ー
マ
字
で 

tsuw
am

ono-dom
o ga 

と
書
く
と
、
Ｏ
の
音
が
多
い
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
詩
人
た
ち
は
Ｏ
と
い
う
音
は
悲
し
い
音
だ
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

ア
メ
リ
カ
の
有
名
な
詩
人
ポ
（
注
２
）ー
は
Ｏ
を
使
っ
て Raven （「
大お

お

烏が
ら
す

」）
と
い
う
作
品
を
書
い
て
い
ま
す
。

　

も
し
こ
の
句
を
「
夏
草
や
兵
隊
た
ち
が
夢
の
跡
」
と
し
た
な
ら
、
全
然
つ
ま
ら
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。「
兵
隊
た
ち
」
と
し
て
も
「
兵
ど
も
」
と
意
味
は
同

じ
で
す
が
、
ま
る
で
日
（
注
３
）清
戦
争
の
兵
た
ち
と
い
っ
た
感
じ
に
な
り
ま
す
。

　

芭
蕉
は
自
分
の
俳
句
の
音
と
い
う
も
の
に
も
敏び

ん

感か
ん

だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
も
う
一
つ
、
山
（
注
４
）寺
で
作
っ
た
句
を
例
に
あ
げ
ま
し
ょ
う
。

　
Ｂ
　
閑し
ず

か
さ
や
岩
に
し
み
入
る
蝉せ

み

の
声

〔一〕
①

Ｘ

②



2－　－

　

こ
れ
を
漢
字
仮か

名な

ま
じ
り
の
文
で
書
く
と
、
そ
う
た
い
し
て
面
白
い
句
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ロ
ー
マ
字
で Shizukasaya iw

a ni shim
iiru sem

i no koe 
と
書
く
と
、　
　
　
　

が
多
い
の
に
気
が
つ
き
ま
す
。
こ
の　
　
　
　

は
、
こ
れ
自
体
が
セ
ミ
の
声
に
似
て
い
ま
す
。
芭
蕉
が
セ
ミ
の
声
を
聞
い
て
、
そ
の
音
を
自
分
の
句

の
な
か
に
入
れ
た
の
だ
と
考
え
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
に
は
好
き
な
と
こ
ろ
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
一
番
好
き
な
の
は
多
（
注
５
）賀

城
の
城じ

ょ
う

趾し

を
訪
ね
た
芭
蕉
の
描び

ょ
う

写し
ゃ

で
す
。 

　
Ｃ
　
む
か
し
よ
り
よ
み
置
け
る
歌う

た

枕ま
く
ら

、
お
ほ
く
語
り
伝
ふ
と
い
ヘ
ど
も
、

　
　
　
（
訳
）
昔
か
ら
歌
に
詠
ま
れ
て
き
た
名
所
は
、
た
く
さ
ん
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、

　
　
山
崩く

ず

れ
、 

川
流
れ
て
、
道
あ
ら
た
ま
り
、
石
は
埋う

も
れ
て
土
に
か
く
れ
、

　
　
　
（
訳
）（
今
で
は
、）
山
は
崩
れ
、
川
は
流
れ
を
変
え
、
道
は
新
た
に
し
か
れ
、
石
は
土
の
中
に
埋
も
れ
て
隠か
く

れ
、

　
　
木
は
老
い
て
若
木
に
か
は
れ
ば
、
時
移
り
代
変
じ
て
、
そ
の
跡
た
し
か
な
ら
ぬ
事
の
み
を
、

　
　
　
（
訳
）
木
は
枯か

れ
て
若
木
と
世
代
交
代
し
て
い
る
。
時
が
移
り
変
わ
っ
て
、
名
所
の
跡
が
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
ば
か
り
だ
。

　
　
こ
こ
に
至
り
て
疑
ひ
な
き
千ち

歳と
せ

の
記
念
、
今
眼が

ん

前ぜ
ん

に
古
人
の
心
を
け
み
す
。

　
　
　
（
訳
）
し
か
し
、
こ
の
石せ
き

碑ひ

は
間ま

違ち
が

い
な
く
千
年
前
の
記き

念ね
ん

碑ひ

で
、
今
こ
れ
を
見
る
と
、
昔
の
人
た
ち
の
気
持
ち
が
は
っ
き
り
と
わ
か
る
。

　
　
行あ

ん

脚ぎ
ゃ

の
一
徳
、
存
命
の
悦よ

ろ
こ

び
、
羈き

旅り
ょ

の
労
を
わ
す
れ
て
、
泪な

み
だ

も
落
つ
る
ば
か
り
な
り
。

　
　
　
（
訳
）
こ
れ
が
旅
の
徳
で
あ
り
、
生
き
て
い
る
こ
と
の
喜
び
で
あ
っ
て
、
長
旅
の
苦
労
も
忘
れ
て
し
ま
い
、
感
激
で
涙な
み
だ

が
落
ち
る
ば
か
り
だ
。

　

こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
現
在
私
た
ち
が
多
賀
城
に
行
く
と
、
壺つ

ぼ

の
形
を
し
た
石
碑
が
小
さ
な
お
堂
の
中
に
遺の

こ

さ
れ
て
い
ま
す
。
網あ

み

戸ど

越ご

し
に
よ
く
見
る
と
、

文
字
が
見
え
ま
す
。
そ
の
石
碑
に
彫ほ

っ
て
あ
る
文
句
は
実
に
無む

味み

乾か
ん

燥そ
う

で
面
白
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
城
が
何
年
に
建
て
ら
れ
、
何
年
に
改
修
さ
れ
た
か
、
こ
こ
か
ら
四
方

の
国
境
ま
で
何
里
あ
る
か
、
と
い
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
だ
け
で
す
。

　

芭
蕉
に
深
い
印
象
を
与あ

た

え
る
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
け
れ
ど
も
芭
蕉
は
こ
の
石
碑
を
見
て
、
こ
れ
は
ま
ち
が
い
な
く
昔
の
も
の
、
眼
の
前
に
昔
の
人
を
見
る

思
い
が
す
る
と
言
っ
て
、
非
常
に
感
激
し
ま
す
。
行
脚
の
一
徳
、
ま
だ
生
き
て
あ
る
こ
と
の
喜
び
を
、
こ
の
石
碑
を
見
て
感
じ
ま
し
た
。

＊

＊

③
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芭
蕉
は
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
「
夏
草
や
兵
ど
も
が
夢
の
跡
」
の
句
の
前
に
、
中
国
の
（
注
６
）杜と

甫ほ

の
詩
句
「
国
破
れ
て　

山さ
ん

河が

あ
り
」
を
引
用
し
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
芭

蕉
は
、
そ
れ
は
嘘う

そ

だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
山
河
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。「
山
崩
れ
、
川
流
れ
て
、
道
あ
ら
た
ま
り
、
石
は
埋
も
れ
て
土
に
か
く
れ
」
て
、
自
然
そ
の

も
の
は
な
く
な
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
で
は
何
が
永
遠
に
の
こ
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
言
葉
な
の
で
す
。
人
間
の
作
っ
た
詩し

い

歌か

こ
そ
が
の
こ
る
の
で

す
。

　

仮
に
日
本
の
す
べ
て
の
山
が
崩
れ
、
川
が
全
部
枯
れ
て
も
、
日
本
人
の
書
い
た
も
の
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
よ
う
な
す
ば
ら
し
い
も
の
は
永
遠
に
遺
る
と
、
私
は
思
い

た
い
の
で
す
。

　
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
は
後
の
文
学
に
大
変
な
影え

い

響き
ょ
う

を
与
え
ま
し
た
。
先
に
山や

ま

崎さ
き

北ほ
っ

華か

の
『
蝶ち

ょ
う

之の

遊あ
そ
び

』
を
引
用
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
も
っ
と
有
名
な
人
た
ち
も
芭
蕉
と
同

じ
コ
ー
ス
を
歩
き
、
そ
れ
ぞ
れ
何
か
に
感
激
し
て
い
ま
す
。
文
学
だ
け
で
な
く
、
与よ

謝さ

蕪ぶ

村そ
ん

の
描え

が

い
た
絵
巻
物
も
あ
れ
ば
、
高た

か

浜は
ま

虚き
ょ

子し

の
作
っ
た
『
奥お

く

の
細
道
』
と
い
う
能

も
あ
り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
日
本
文
学
に
お
け
る
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
大
切
さ
が
表
わ
れ
て
い
ま
す
。

（
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
『
古
典
を
楽
し
む　

私
の
日
本
文
学
』
よ
り
一
部
改
変
）

（
注
１
）　

毛も
う

越つ
う

寺
…
岩
手
県
平
泉
町
に
あ
る
寺
。
平
安
時
代
の
藤
原
三
代
の
栄え

い

華が

を
伝
え
る
。

（
注
２
）　

ポ
ー
…
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ー
。
詩
人
・
作
家
。

（
注
３
）　

日
清
戦
争
…
一
八
九
四
年
～
一
八
九
五
年
、
日
本
と
清し

ん

国こ
く

の
間
で
行
わ
れ
た
戦
争
。

（
注
４
）　

山
寺
…
山
形
県
山
形
市
に
あ
る
寺
。
立
石
寺
の
こ
と
。
山
寺
の
通つ

う

称し
ょ
う

で
知
ら
れ
る
。

（
注
５
）　

多
賀
城
の
城じ

ょ
う

趾し

…
宮
城
県
多
賀
城
市
に
あ
る
奈
良
時
代
の
城し

ろ

跡あ
と

。

（
注
６
）　 

杜と

甫ほ

の
詩
句
「
国
破
れ
て　

山さ
ん

河が

あ
り
」
…
杜
甫
は
八
世
紀
に
活か

つ

躍や
く

し
た
中
国
の
詩
人
。「
国
破
れ
て　

山
河
あ
り
」
は
「
戦
争
に
よ
っ
て
国
は
破は

壊か
い

さ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
山
や
川
は
昔
と
変
わ
ら
な
い
」
の
意
。

問
一　

―
―
線
①
「
芭ば

蕉し
ょ
う

の
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
は
、
お
そ
ら
く
日
本
の
古
典
文
学
の
な
か
で
も
一
番
愛
さ
れ
て
い
る
作
品
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
」
に
つ
い
て
、
次
の

問
い
に
答
え
な
さ
い
。

④

Ｙ



4－　－

（
１
）　

芭
蕉
が
活か

つ

躍や
く

し
た
の
は
何
時
代
で
す
か
。
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

 　

ア　

平
安
時
代　
　

イ　

鎌
倉
時
代　
　

ウ　

室
町
時
代　
　

エ　

安
土
桃
山
時
代　
　

オ　

江
戸
時
代

（
２
）　
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
が
日
本
人
に
一
番
愛
さ
れ
て
い
る
古
典
作
品
で
あ
る
と
筆
者
が
考
え
る
理
由
は
何
で
す
か
。
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
二
つ
選

び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

 　

ア　

芭
蕉
よ
り
後
の
時
代
で
は
、
俳
句
は
す
た
れ
て
い
く
傾
向
に
あ
る
か
ら
。

 　

イ　

日
本
の
多
く
の
学
校
で
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
を
授
業
で
教
え
て
き
た
か
ら
。

 　

ウ　

日
本
人
の
多
く
が
、
伝
統
的
に
俳
句
や
和
歌
な
ど
の
詩
文
を
好
ん
で
詠
ん
で
い
る
か
ら
。

 　

エ　

日
本
人
は
、
長
き
に
わ
た
り
、
旅
日
記
に
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
伝
統
を
持
っ
て
い
る
か
ら
。

 　

オ　

芭
蕉
の
優す

ぐ

れ
た
俳
句
の
多
く
が
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
。

 　

カ　

芭
蕉
の
詠
ん
だ
俳
句
は
、
一
番
を
決
め
る
の
が
難
し
い
く
ら
い
、
す
ば
ら
し
い
も
の
が
多
い
か
ら
。

問
二　

Ａ
の
句
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

（
１
）　

Ａ
の
句
の
季
語
は
「
夏
草
」
で
す
。
次
の
句
の
う
ち
、
季
語
が
「
夏
草
」
と
同
じ
季
節
の
俳
句
を
二
つ
選
び
な
さ
い
。

 　

ア　

麦ば
く

秋し
ゅ
う

や
子
を
負
い
な
が
ら
鰯い

わ
し

売
り　
　
　
　

小
林
一
茶

 　

イ　

世
の
中
は
稲い

ね

刈か

る
頃こ

ろ

か
草
の
庵い

お　
　
　
　
　

松
尾
芭
蕉

 　

ウ　

稲い
な

妻ず
ま

の
か
き
ま
ぜ
て
行
く
闇や

み

夜よ

か
な　
　
　

向
井
去
来

 　

エ　

五さ
み
だ
れ

月
雨
や
大
河
を
前
に
家
二
軒け

ん　
　
　
　
　

与
謝
蕪
村

 　

オ　

大
い
な
る
も
の
が
過
ぎ
行
く
野の

分わ
き

か
な　
　

高
浜
虚
子

 　

カ　

う
れ
し
さ
や
七
夕
竹
の
中
を
ゆ
く　
　
　
　

正
岡
子
規

　
　
　
　
　
　

 

※　

野の

分わ
き

…
野
の
草
を
分
け
る
ほ
ど
の
強
い
風



5－　－

（
２
）　

こ
の
句
を
詠
ん
だ
と
き
の
芭
蕉
の
様
子
と
し
て
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
は
ど
れ
で
す
か
。
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

 　

ア　

芭
蕉
は
、
勢
い
よ
く
茂
る
夏
草
と
、
兵
た
ち
の
戦
い
方
を
重
ね
あ
わ
せ
、
武
将
た
ち
の
勇
ま
し
さ
に
あ
こ
が
れ
て
い
る
。

 　

イ　

芭
蕉
は
、
勢
い
よ
く
茂
る
夏
草
か
ら
源
氏
の
兵
た
ち
の
勢
い
を
感
じ
、
目
の
前
で
起
き
た
戦
い
を
懐な

つ

か
し
ん
で
い
る
。

 　

ウ　

芭
蕉
は
、
勢
い
よ
く
茂
る
夏
草
し
か
な
い
、
か
つ
て
の
栄
華
の
地
を
見
て
、
そ
の
荒こ

う

廃は
い

ぶ
り
に
が
っ
か
り
し
て
い
る
。

 　

エ　

芭
蕉
は
、
勢
い
よ
く
茂
る
夏
草
と
、
奥
州
藤
原
氏
の
栄
華
を
重
ね
て
、
自
分
の
憧あ

こ
が

れ
の
地
を
訪
れ
、
感
動
し
て
い
る
。

 　

オ　

芭
蕉
は
、
勢
い
よ
く
茂
る
夏
草
と
、
か
つ
て
の
奥
州
藤
原
氏
の
栄
華
を
対
比
し
、
人
間
の
は
か
な
さ
を
感
じ
て
い
る
。

問
三　

―
―
線
②
「
も
し
こ
の
句
を
「
夏
草
や
兵
隊
た
ち
が
夢
の
跡
」
と
し
た
な
ら
、
全
然
つ
ま
ら
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、
筆
者
が
こ
の
よ

う
に
考
え
る
理
由
は
何
で
す
か
。
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
二
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　
「
兵
隊
た
ち
」
で
は
、
こ
の
句
全
体
に
漂た

だ
よ

う
「
Ｏ
」
と
い
う
音
の
持
つ
悲
し
み
が
感
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
。

イ　
「
兵
隊
た
ち
」
で
は
、「
兵

つ
わ
も
の

ど
も
」
の
持
つ
古
風
さ
が
な
く
、
戦
争
の
悲ひ

惨さ
ん

さ
を
鮮せ

ん

明め
い

に
描え

が

き
出だ

し
て
し
ま
う
か
ら
。

ウ　
「
兵
隊
た
ち
」
で
は
、
近
代
的
な
軍
隊
を
連
想
さ
せ
、
昔
の
こ
と
を
思
い
浮う

か
べ
て
い
る
感
じ
が
し
な
い
か
ら
。

エ　
「
兵
隊
た
ち
」
で
は
、「
Ｏ
」
の
代
わ
り
に
「
ｉ
」
や
「
ｅ
」
の
音
が
使
わ
れ
、
音
の
統
一
感
が
失
わ
れ
る
か
ら
。

オ　
「
兵
隊
た
ち
」
で
は
、「
兵
」
と
い
う
古
来
か
ら
日
本
語
が
有
し
て
い
る
美
し
さ
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
。

カ　
「
兵
隊
た
ち
」
で
は
、
西
洋
の
詩
人
た
ち
が
苦
し
み
や
悲
し
み
を
表
現
す
る
音
の
響
き
に
な
ら
な
い
か
ら
。

問
四　

Ｂ
の
句
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

（
１
）　

Ｂ
の
句
に
は
切
れ
字
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
何
で
す
か
。
本
文
か
ら
一
字
で
ぬ
き
出
し
な
さ
い
。

（
２
）　　
　
　
　

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
は
何
で
す
か
。
三
字
で
答
え
な
さ
い
。

＊
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（
３
）　

Ｂ
の
句
の
説
明
と
し
て
、
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

 　

ア　

岩
に
し
み
入
る
く
ら
い
セ
ミ
が
鳴
い
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
、
セ
ミ
の
鳴
き
声
の
に
ぎ
や
か
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。

 　

イ　

セ
ミ
の
声
が
岩
に
し
み
入
る
よ
う
で
、
こ
の
句
の
詠
ま
れ
た
山
寺
の
静
け
さ
を
よ
り
い
っ
そ
う
感
じ
さ
せ
る
。

 　

ウ　

山
寺
の
岩
の
巨き

ょ

大だ
い

さ
と
セ
ミ
の
激
し
い
鳴
き
声
が
重
な
り
合
っ
て
、
山
寺
の
夏
の
暑
さ
を
よ
り
感
じ
さ
せ
る
。

 　

エ　

激
し
く
鳴
く
セ
ミ
の
声
を
ま
る
で
吸
い
込
ん
で
し
ま
う
か
の
よ
う
な
、
そ
び
え
る
岩
の
巨
大
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。

 　

オ　
「
岩
」
で
連
想
さ
れ
る
山
寺
に
訪
れ
た
喜
び
と
、「
セ
ミ
」
に
よ
っ
て
連
想
さ
れ
る
夏
の
到と

う

来ら
い

の
喜
び
を
感
じ
さ
せ
る
。

問
五　

―
―
線
③
「
非
常
に
感
激
し
ま
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、
芭
蕉
は
石
碑
を
見
て
、
何
に
感
激
し
ま
し
た
か
。
Ｃ
の
古
文
の
中
か
ら
も
っ
と
も
適
切
な
部
分
を
五
字
以
内

で
ぬ
き
出
し
、
答
え
な
さ
い
。

問
六　

―
―
線
④
「
こ
こ
で
は
芭
蕉
は
、
そ
れ
は
嘘う
そ

だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、
筆
者
は
芭
蕉
と
杜
甫
の
考
え
方
の
違
い
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す

か
。
六
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

問
七　

本
文
に
お
け
る
筆
者
の
考
え
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
は
何
で
す
か
。
次
の
中
か
ら
二
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

芭
蕉
の
「
夏
草
や
」
の
句
や
杜
甫
の
詩
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ど
ん
な
に
栄
え
た
人
間
も
必
ず
い
つ
か
は
滅
ん
で
し
ま
う
。

イ　

ど
ん
な
に
め
ま
ぐ
る
し
く
時
代
が
変
わ
っ
た
と
し
て
も
、
自
然
だ
け
は
い
つ
ま
で
も
変
わ
ら
ず
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。

ウ　

た
と
え
文
明
や
自
然
が
失
わ
れ
て
も
、
古
人
が
の
こ
し
た
素
晴
ら
し
い
言
葉
は
、
い
つ
ま
で
も
残
っ
て
ほ
し
い
。

エ　

社
会
や
自
然
は
変
わ
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、
優
れ
た
日
本
語
だ
け
は
、
変
え
ず
に
後
世
に
残
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

オ　

多
く
の
ジ
ャ
ン
ル
に
渡
り
、
後
世
の
文
学
者
に
影
響
を
与
え
た
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
素
晴
ら
し
さ
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

カ　

だ
れ
に
と
っ
て
も
人
生
と
は
あ
て
の
な
い
旅
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
思
わ
ぬ
人
や
物
と
の
出
会
い
と
別
れ
に
満
ち
て
い
る
。
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問
八　
　
　

線
Ｘ
の
よ
う
に
、
松
尾
芭
蕉
は
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
で
、
数
多
く
の
俳
句
を
作
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
旅
や
芭
蕉
の
残
し
た
多
く
の
俳

句
に
つ
い
て
、
取
り
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　

次
の
地
図
は
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
旅
の
行
程
図
で
す
。
地
図
の
日
付
は
芭
蕉
が
そ
の
土
地
に
滞た

い

在ざ
い

し
て
い
た
日
付
で
す
。
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（
出
典　

ビ
ギ
ナ
ー
ズ
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス　

日
本
の
古
典
『
お
く
の
ほ
そ
道
（
全
）』
よ
り
一
部
改
変
）
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（
１
）　

地
図
か
ら
、
芭
蕉
は
四
月
の
一
ヶ
月
で
約
何
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
道
の
り
を
歩
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
か
。
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
中

か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

 　

ア　

約
一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル　
　
　

イ　

約
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル　
　

ウ　

約
一
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

 　

エ　

約
三
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル　
　

オ　

約
五
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

（
２
）　

地
図
か
ら
、
芭
蕉
は
次
の
日
付
に
現
在
の
何
県
に
滞
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
か
。
次
の
中
か
ら
適
当
な
も
の
を
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え

な
さ
い
。

　

 

①　

五
月
十
日　
　

②　

六
月
十
日　
　

③　

七
月
十
日

 　

ア　

栃
木
県　
　

イ　

福
島
県　
　

ウ　

宮
城
県　
　

エ　

岩
手
県　
　

オ　

山
形
県

 　

カ　

秋
田
県　
　

キ　

新
潟
県　
　

ク　

富
山
県　
　

ケ　

石
川
県　
　

コ　

福
井
県

（
３
）　
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
で
は
、
本
文
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
俳
句
以
外
に
も
、
多
く
の
有
名
な
句
が
あ
り
ま
す
。

 　

五
月
雨
の　

降
り
残
し
て
や　

光
堂

 　

五
月
雨
を　

集
め
て
早
し　
　
　
　
　
　

 　

荒
海
や　
　
　
　
　
　

に
横
と
う　

天
の
川

　

 

①　

―
―
線
Ⅰ
「
光
堂
」
は
岩
手
県
の
平
泉
に
あ
る
建
物
で
、
世
界
遺
産
に
も
選
ば
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
そ
の
名
称
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
中
か

ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

 　

ア　

鹿ろ
く

苑お
ん

寺じ

金き
ん

閣か
く　

　

イ　

平び
ょ
う

等ど
う

院い
ん

鳳ほ
う

凰お
う

堂ど
う　

　

ウ　

東
大
寺
南
大
門　
　

エ　

日
光
東
照
宮　
　

オ　

中ち
ゅ
う

尊そ
ん

寺じ

金こ
ん

色じ
き

堂ど
う

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ
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②　
　
　
　
　
　

に
は
日
本
三
大
急
流
の
う
ち
一
つ
が
入
り
ま
す
。　
　
　
　
　

に
入
る
も
の
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え

な
さ
い
。

 　

ア　

利と

根ね

川　
　

イ　

北き
た

上か
み

川　
　

ウ　

最も

上が
み

川　
　

エ　

信し
な
の濃

川　
　

オ　

黒く
ろ

部べ

川

 　

③　
　
　
　
　
　

に
は
日
本
海
の
島
の
名
前
が
入
り
ま
す
。　
　
　
　
　

に
入
る
も
の
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

 　

ア　

淡あ
わ

路じ　
　

イ　

壱い

岐き　
　

ウ　

隠お

岐き　
　

エ　

佐さ

渡ど　
　

オ　

小し
ょ
う

豆ど

問
九　
　
　

線
Ｙ
の
よ
う
に
、
芭
蕉
は
後
世
の
多
く
の
俳
人
に
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　

に　

つ
る
べ
取
ら
れ
て　

も
ら
い
水　
　
　
　
　

千
代
女

　

菜
の
花
や　

月
は
東
に　

日
は
西
に　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
謝
蕪
村

　
　
　
　
　
　

の
子　

そ
こ
の
け
そ
こ
の
け　

お
馬
が
通
る　
　

小
林
一
茶

　

※
つ
る
べ
…
縄な

わ

や
竿さ

お

を
つ
け
て
井
戸
の
水
を
汲く

み
上
げ
る
桶お

け

（
１
）　

千
代
女
の
俳
句
は　
　
　
　
　

の
つ
る
が
「
つ
る
べ
」
に
か
ら
み
つ
き
、
そ
れ
を
外
し
て
井
戸
の
水
を
汲
む
の
は
忍し

の

び
な
い
こ
と
を
詠
ん
だ
句
で
す
。 

　
　
　
　
　

に
入
る
植
物
は
何
で
す
か
。
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

 　

ア　

ひ
ま
わ
り　
　

イ　

た
ん
ぽ
ぽ　
　

ウ　

あ
じ
さ
い　
　

エ　

さ
く
ら　
　

オ　

あ
さ
が
お

（
２
）　

―
―
線
Ｖ
「
月
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
と
き
の
月
の
形
と
し
て
、
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

 　

ア　

新
月　
　

イ　

三
日
月　
　

ウ　

上じ
ょ
う

弦げ
ん

の
月　
　

エ　

満
月　
　

オ　

下
弦
の
月

（
３
）　　
　
　
　
　

に
入
る
生
き
物
は
何
で
す
か
。
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

 　

ア　

す
ず
め　
　

イ　

つ
ば
め　
　

ウ　

か
え
る　
　

エ　

た
ぬ
き　
　

オ　

き
つ
ね

Ⅱ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅳ

ⅣⅥ
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。（
字
数
制
限
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
句
読
点
や
記
号
を
ふ
く
み
ま
す
。）

　

ト
ン
、
ト
ト
ト
ン
、
ト
ン
。
ピ
イ
ィ
ー
、
ジ
ャ
ラ
ン
。
ト
ン
、
ト
ト
ト
ン
、
ト
ン
…
…
。

　

夜
の
神
社
に
、
太た

い

鼓こ

や
か
ね
や
笛
の
音
が
響ひ

び

く
。
そ
の
澄す

ん
だ
音
色
が
霧き

り

の
よ
う
に
裏
の
山
へ
と
上
っ
て
い
く
。
ぼ
く
は
祭
り
が
好
き
だ
。
笛
や
太
鼓
の
音
を
聞
く
と
心

が
浮う

き
た
つ
。

「
え
え
か
。
上
手
に
や
ろ
う
と
思
わ
ん
で
も
え
え
ん
よ
。『
神
様
、
あ
り
が
と
う
』
と
い
う
気
持
ち
を
こ
め
て
、
ゆ
っ
く
り
、
ゆ
っ
く
り
動
け
ば
え
え
け
ね
」 

　

田
中
さ
ん
は
、
先
導
役
の
沙さ

也や

に
つ
き
っ
き
り
だ
。
バ
ツ
グ
ン
の
運
動
神
経
を
誇ほ

こ

る
沙
也
だ
け
ど
、「
し
ゃ
ぎ
り
」
独
特
の
ゆ
っ
た
り
し
た
動
き
は
ど
う
も
勝
手
が
違
う

よ
う
だ
。
苦
戦
し
て
い
る
。
見
と
れ
て
い
た
ら
、

「
壮そ

う

太た

。
ぼ
や
っ
と
し
と
ら
ん
と
う
ち
ら
も
練
習
、
練
習
」 

　

と
、
ゆ
り
に
ど
や
さ
れ
た
。
猟り

ょ
う

師し

の
役
を
ゆ
ず
っ
た
雄ゆ

う

大だ
い

も
、
真し

ん

剣け
ん

そ
の
も
の
の
顔
つ
き
で
練
習
し
て
い
る
。
ぼ
く
は
あ
わ
て
て
練
習
に
も
ど
っ
た
。

　

サ
ル
の
役
は
大
変
だ
。
さ
ん
ざ
ん
悪
さ
を
し
た
あ
げ
く
猟
師
に
追
い
詰つ

め
ら
れ
て
命い

の
ち

乞ご

い
の
踊お

ど

り
を
す
る
ん
だ
け
ど
、
そ
の
動
き
が
き
つ
い
。
四
つ
ん
ば
い
で
数
歩
歩
い

て
は
ひ
ざ
立
ち
で
立
ち
上
が
り
、 

上
向
き
に
そ
ろ
え
た
両
手
を
く
る
り
と
回
し
て
拝
む
。
こ
れ
を
永
遠
か
？
と
思
う
ほ
ど
延
々
と
繰く

り
返
す
ん
だ
。
足
が
つ
り
そ
う
に
な
る
。

腰こ
し

が
痛
い
。
ゆ
っ
く
り
し
た
動
き
な
の
に
汗あ

せ

が　
　
　

垂
れ
て
く
る
。
だ
か
ら
よ
う
や
く
鉄て

っ

砲ぽ
う

で
撃う

た
れ
て
こ
ろ
こ
ろ
と
転
が
る
シ
ー
ン
で
は
、「
や
っ
と
死
ね
る
」 

と
う

れ
し
く
な
っ
た
く
ら
い
だ
。 

　

い
よ
い
よ
祭
り
の
当
日
。 

　

朝
か
ら
ぼ
く
た
ち
は
衣
装
を
着
け
る
た
め
に
集
会
所
に
集
ま
っ
た
。

「
雨
が
や
ん
で
よ
か
っ
た
わ
」 

　

着
付
け
を
担
当
す
る
の
は
集
落
の
お
ば
さ
ん
た
ち
。
忙い

そ
が

し
く
手
を
動
か
す
間
も
に
ぎ
や
か
な
お
し
ゃ
べ
り
は
と
ま
ら
な
い
。
今
日
は
お
祭
り
を
見
る
た
め
に
遠
方
に
住
ん

で
い
る
子
ど
も
や
孫
た
ち
が
帰
っ
て
く
る
の
で
、
親
た
ち
が
来
る
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
ぼ
く
た
ち
同
様
、
集
落
の
大
人
た
ち
も
浮
か
れ
て
い
る
。

「
い
や
あ
、
き
れ
い
」 

　

田
中
さ
ん
の
奥
さ
ん
の
は
し
ゃ
い
だ
声
に
振
り
返
る
と
、
紫

む
ら
さ
き

の
着
物
に
は
か
ま
姿
の
沙
也
が
立
っ
て
い
た
。
花は

な

笠が
さ

の
下
の
小
さ
め
の
顔
、
大
き
な
瞳ひ

と
み

に
真
っ
赤
な
口
紅
。

〔二〕

Ａ



12－　－

ぼ
く
か
ら
見
て
も
、
沙
也
は
天て

ん

女に
ょ

み
た
い
だ
っ
た
。「
き
れ
い
、
き
れ
い
」
と
お
ば
さ
ん
た
ち
に
口
々
に
ほ
め
ら
れ
て
、
沙
也
も
ま
ん
ざ
ら
で
も
な
さ
そ
う
だ
っ
た
。

「
マ
マ
、
喜
ぶ
か
な
」

　

と
つ
ぶ
や
い
て
、「
そ
り
ゃ
あ
喜
ぶ
よ
」
と
お
ば
さ
ん
た
ち
か
ら
太
鼓
判
を
押お

さ
れ
て
い
た
。
ぼ
く
は
つ
ん
つ
る
て
ん
の
着
物
を
着
た
自
分
が
、
と
た
ん
に
み
す
ぼ
ら
し

く
思
え
て
き
た
。 

―
―
だ
け
ど
サ
ル
だ
っ
て
重
要
な
役
だ
。
撃
た
れ
る
も
の
が
い
な
き
ゃ
、
せ
っ
か
く
の
鉄
砲
の
出
番
が
な
い
も
の
。

　

ぼ
く
は
お
で
こ
に
の
せ
て
い
た
サ
ル
の
お
面
を
深
く
か
ぶ
り
直
し
た
。
キ
ツ
ネ
の
お
面
を
か
ぶ
っ
た
た
く
と
が
、
調
子
に
乗
っ
て
走
り
ま
わ
っ
て
い
た
。
自
分
の
着
物
の

す
そ
を
踏ふ

ん
づ
け
て
転
び
、
派
手
な
泣
き
声
を
あ
げ
る
の
に
、
お
や
す
役
の
ゆ
り
が
、
み
き
を
お
ぶ
っ
た
ま
ま
駆か

け
寄
っ
て
い
く
。

「
え
え
か
、
雄
大
。
鉄
砲
は
こ
う
構
え
て
な
」

　

張
り
切
っ
た
元
さ
ん
は
、
雄
大
に
鉄
砲
の
構
え
方
を
伝
授
し
て
い
る
。
し
ば
ら
く
ぼ
く
は
、
目
の
前
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
光
景
に
見
と
れ
た
。
こ
の
部
屋
の
ど
こ
か

に
目
に
見
え
な
い
神
様
が
い
て
、
そ
の
神
様
の
た
め
に
集
落
中
の
人
が
動
き
回
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
が
二
百
年
も
続
い
て
い
る
な
ん
て
、
す
ご
い
。
そ
れ
に
自
分
も
参

加
し
て
い
る
ん
だ
と
思
う
と
、
ぼ
く
の
胸
は
ふ
く
ら
ん
だ
。

（
中
略
）

　

み
き
を
お
ぶ
っ
た
ゆ
り
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
動
き
に
、
会
場
か
ら
笑
い
が
お
こ
っ
た
。
サ
ル
と
キ
ツ
ネ
の
お
面
を
か
ぶ
っ
た
ぼ
く
と
た
く
と
が
元
気
い
っ
ぱ
い
暴
れ
ま
わ
る

と
、
や
ん
や
の
喝か

っ

采さ
い

だ
っ
た
。「
悪
さ
す
る
な
よ
ー
」
と
い
う
野
次
ま
で
飛
ん
だ
。
猟
師
役
の
雄
大
が
登
場
し
て
、
ぼ
く
の
作
っ
た
鉄
砲
が
秋
の
陽
を
反
射
し
て
光
っ
た
。

「
い
よ
っ
、
雄
大
！
日
本
一
！
」

　

元
さ
ん
の
だ
み
声
が
ひ
と
き
わ
大
き
く
響
い
た
。

　

猟
師
の
一い

っ

瞬し
ゅ
ん

の
す
き
を
み
て
キ
ツ
ネ
は
山
へ
逃に

げ
出
し
、
逃
げ
遅
れ
た
サ
ル
は
鉄
砲
を
構
え
た
猟
師
に
ム
シ
ロ
の
隅す

み

ま
で
追
い
詰
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
猟
師
に
向
か
っ
て

必
死
に
命
乞
い
の
踊
り
を
す
る
。 

四
つ
ん
ば
い
で
進
ん
で
ひ
ざ
立
ち
に
な
り
、
上
向
き
に
そ
ろ
え
た
両
手
を
く
る
り
と
回
し
て
拝
む
。
進
ん
で
は
拝
み
、
進
ん
で
は
拝
み
、

ひ
ざ
が
痛
い
の
も
忘
れ
て
ぼ
く
は
何
度
も
何
度
も
繰
り
返
し
た
。
お
願
い
、
撃
た
な
い
で
。

　

会
場
は
し
ー
ん
と
静
ま
り
か
え
っ
た
。
哀あ

い

切せ
つ

な
サ
ル
の
祈
り
に
観
客
は
ど
う
な
る
こ
と
か
と
息
を
の
ん
で
成
り
行
き
を
見
守
っ
た
。

　

何
分
間
そ
う
し
て
い
た
だ
ろ
う
？　

と
つ
ぜ
ん
、
ぼ
く
の
胸
に
サ
ル
の
悲
し
み
が
降
っ
て
き
た
。

①

②
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―
―　
　
　
　
　

　

サ
ル
の
叫さ

け

び
が
聞
こ
え
た
気
が
し
た
。
ぼ
く
は
も
う
少
し
で
泣
き
そ
う
に
な
っ
た
。
の
ど
を
つ
ま
ら
せ
な
が
ら
、
命
乞
い
の
踊
り
を
続
け
た
。
時
間
が
と
ま
っ
た
か
の
よ

う
だ
っ
た
。
そ
の
瞬
間
、 

　

ド
ォ
ー
ン
！

　

大
太
鼓
が
打
ち
鳴
ら
さ
れ
、
鉄
砲
が
火
を
噴ふ

い
た
。

　

そ
ん
な
わ
け
な
い
の
に
、
ぼ
く
の
目
に
は
確
か
に
銃じ

ゅ
う

口こ
う

か
ら
ふ
き
出
す
赤
い
火
が
見
え
た
。

　

ぼ
く
は　
　
　

と
ム
シ
ロ
の
上
を
転
が
っ
た
。
そ
し
て
全
身
の
力
を
こ
め
て
立
ち
上
が
り
、
も
う
一
度
拝
む
。
そ
の
と
た
ん
、

　

ド
ォ
ー
ン
！

　

ふ
た
た
び
鉄
砲
が
火
を
噴
い
た
。

　

そ
う
し
て
、「
お
旅
練ね

り
」
は
終
わ
っ
た
。 

 

「
ほ
う
」
と
い
う
た
め
息
と
と
も
に
、会
場
か
ら
大
き
な
拍は

く

手し
ゅ

が
わ
い
た
。
ぼ
く
の
胸
は
達
成
感
で
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
。
大
き
な
虹に

じ

マ
ス
を
釣つ

り
上
げ
た
と
き
と
同
じ
、び
っ

し
り
と
ど
こ
に
も
隙す

き

間ま

の
な
い
満
足
感
が
ぼ
く
の
胸
を
埋う

め
て
い
た
。

　

ム
シ
ロ
か
ら
お
り
た
ぼ
く
の
そ
ば
に
、
一
人
の
お
じ
い
さ
ん
が
近
寄
っ
て
き
た
。

「
あ
り
が
と
、
あ
り
が
と
。
わ
し
は
今
ま
で
畑
を
あ
ら
す
サ
ル
が
憎に

く

う
て
な
ら
ん
か
っ
た
ん
じ
ゃ
が
、 

あ
ん
た
を
見
と
っ
た
ら
、
え
さ
が
の
う
な
っ
て
山
を
下
り
ざ
る
を
え

な
く
な
っ
た
サ
ル
に
は
サ
ル
の
悲
し
み
が
あ
る
ゆ
う
こ
と
が
、
よ
う
わ
か
っ
た
。
今
日
は
あ
ん
た
か
ら
大
切
な
こ
と
を
教
え
て
も
ろ
う
た
」

「
ほ
ん
と
う
に
あ
り
が
と
な
」
と
が
っ
し
り
し
た
手
で
握あ

く

手し
ゅ

さ
れ
、
ぼ
く
も
反
射
的
に
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
頭
を
下
げ
て
い
た
。

―
―
よ
か
っ
た
。

　

無
事
大
役
を
や
り
終
え
て
よ
か
っ
た
の
か
、
お
じ
い
さ
ん
が
喜
ん
で
く
れ
て
よ
か
っ
た
の
か
ど
っ
ち
か
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
と
に
か
く
「
よ
か
っ
た
」
と
心
の

底
か
ら
思
っ
た
。

　

お
面
を
取
っ
て
、
ぼ
く
は
よ
う
や
く
大
き
く
息
を
つ
い
だ
。
ず
っ
と
息
苦
し
い
の
を
我が

慢ま
ん

し
て
た
ん
だ
。
山
か
ら
吹
い
た
一い

ち

陣じ
ん

の
風
が
、
ぐ
っ
し
ょ
り
ぬ
れ
た
ぼ
く
の
顔

の
汗
を
か
わ
か
し
て
く
れ
た
。

Ｘ

③

Ｂ

④
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「
壮
太
」

　

背
後
か
ら
声
を
か
け
ら
れ
て
振
り
返
る
と
、
母
さ
ん
が
い
た
。

「
あ
れ
？
来
て
た
の
」

「
う
ん
」

　

な
ん
だ
か
浮
か
な
い
表
情
だ
。

「
父
さ
ん
と
ま
り
っ
ぺ
は
？
」

「
ゆ
う
べ
夜
中
に
ま
り
が
熱
を
出
し
た
の
よ
。
夜
勤
明
け
の
父
さ
ん
と
交
代
し
て
母
さ
ん
一
人
で
来
た
」

　

そ
う
か
。
だ
か
ら
遅お

そ

く
な
っ
た
の
か
。

「
ふ
う
ん
…
…
。
見
て
く
れ
た
？
」

「
…
…
見
た
。
最
後
の
ほ
う
だ
け
」

　

歯
に
な
に
か
は
さ
ま
っ
た
よ
う
な
、
は
っ
き
り
し
な
い
言
い
方
が
気
に
な
っ
た
。
な
に
が
言
い
た
い
ん
だ
？

「
ど
う
し
て
、
サ
ル
な
の
？
」

「
は
？
」

「
だ
っ
て
、
み
じ
め
な
役
じ
ゃ
な
い
」

　

―
―
み
じ
め
？ 

ど
う
い
う
こ
と
？

「
さ
ん
ざ
ん
命
乞
い
し
て
、
そ
の
あ
げ
く
殺
さ
れ
ち
ゃ
う
な
ん
て
、
母
さ
ん
、
見
て
て
、
い
た
た
ま
れ
な
か
っ
た
」

　

あ
ー
、
そ
う
か
、
と
思
っ
た
。
母
さ
ん
、
が
っ
か
り
し
た
ん
だ
。
サ
ル
役
の
ぼ
く
に
、
が
っ
か
り
し
た
ん
だ
。
さ
っ
き
ま
で
ふ
く
ら
ん
で
い
た
気
持
ち
が
急
速
に
し
ぼ
ん

で
い
く
の
が
わ
か
っ
た
。
母
さ
ん
は
い
つ
だ
っ
て
そ
う
だ
。
ぼ
く
が
華は

な

々ば
な

し
く
活か

つ

躍や
く

す
る
こ
と
だ
け
を
期
待
す
る
。
縁え

ん

の
下
の
力
持
ち
な
ん
て
い
や
な
ん
だ
。

「
沙
也
、
こ
っ
ち
向
い
て
。
そ
う
そ
う
。
み
ん
な
に
見
せ
る
ん
だ
か
ら
い
い
写
真
撮と

ら
な
き
ゃ
」

　

す
ぐ
横
で
沙
也
の
マ
マ
の
は
し
ゃ
い
だ
声
が
し
た
。

「
こ
う
？
」

⑤
⑥
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両
手
ピ
ー
ス
で
ポ
ー
ズ
を
決
め
る
沙
也
は
、
満
面
の
笑
み
だ
。
母
さ
ん
が
わ
ず
か
に
ほ
お
を
ゆ
が
め
た
。

「
帰
れ
よ
」

　

気
が
つ
い
た
ら
言
っ
て
い
た
。
飛
び
出
た
言
葉
に
自
分
で
び
っ
く
り
し
て
、「
な
に
言
っ
て
ん
だ
、
お
れ
？
」
っ
て
思
っ
た
け
ど
、
も
う
遅
い
。

「
ど
う
い
う
こ
と
？
」

　

き
ょ
と
ん
と
母
さ
ん
は
、
ぼ
く
の
顔
を
見
つ
め
た
。
そ
の
鈍ど

ん

感か
ん

さ
に
い
ら
つ
い
た
。

「
帰
れ
！
」

　

今
度
は
は
っ
き
り
と
言
い
放
っ
た
。

　

帰
れ
、
帰
れ
。
母
さ
ん
は
な
ん
に
も
わ
か
っ
て
な
い
。
サ
ル
の
悲
し
み
も
、
ぼ
く
の
達
成
感
も
、
な
に
も
か
も
！
わ
き
あ
が
っ
た
怒い

か

り
を
持
て
余
し
た
ぼ
く
は
、
駆
け
出

し
て
い
た
。
早
く
一
人
に
な
り
た
か
っ
た
。
祭
り
の
人
ご
み
を
縫ぬ

っ
て
お
寺
の
坂
道
を
駆
け
上
っ
た
。

（
八
束
澄
子
『
ぼ
く
ら
の
山
の
学
校
』
よ
り
一
部
改
変
）

問
一　

次
の
表
は
「
お
旅
練
り
」
の
配
役
表
で
す
。
次
の
Ⅰ
～
Ⅳ
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
を
、
本
文
か
ら
ぬ
き
出
し
、
答
え
な
さ
い
。

配
役

名
前

配
役

名
前

配
役

名
前

配
役

名
前

配
役

名
前

先
導

Ⅰ

お
や
す

Ⅱ

猟
師

Ⅲ

Ⅳ

た
く
と

サ
ル

「
ぼ
く
」

問
二　
　
　
　

・　
　
　

に
入
る
言
葉
は
何
で
す
か
。
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。
た
だ
し
同
じ
記
号
は
一
度
し
か
使
え

ま
せ
ん
。

ア　

ど
す
ど
す　
　

イ　

こ
ろ
こ
ろ　
　

ウ　

こ
ん
こ
ん　
　

エ　

し
と
し
と　
　

オ　

ぽ
た
ぽ
た　
　

カ　

が
た
が
た

⑦

Ａ

Ｂ
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問
三　

―
―
線
①
「
太
鼓
判
を
押お

さ
れ
て
い
た
」、
⑥
「
縁え

ん

の
下
の
力
持
ち
」
の
慣
用
句
の
意
味
と
し
て
、
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。

①
「
太
鼓
判
を
押
す
」　　
　

ア　

相
手
の
言
う
こ
と
に
調
子
を
合
わ
せ
て
、
機き

嫌げ
ん

を
と
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

イ　

他
人
を
喜
ば
せ
よ
う
と
し
て
、
大
げ
さ
に
ほ
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

ウ　

人
物
や
品
物
の
質
が
、
た
し
か
で
あ
る
と
保
証
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

エ　

自
分
の
言
っ
て
い
る
こ
と
が
間
違
い
な
い
と
、
固
く
信
じ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

オ　

相
手
の
発
言
の
正
確
さ
を
、
十
分
に
確
か
め
る
。

⑥
「
縁
の
下
の
力
持
ち
」　　

ア　

相
手
の
身
に
な
っ
て
考
え
た
り
行
動
し
た
り
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

イ　

大だ
い

胆た
ん

に
行
動
し
て
人
の
注
目
を
浴
び
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

ウ　

人
が
見
て
い
る
時
と
見
て
い
な
い
時
で
行
い
が
違ち

が

う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

エ　

相
手
を
喜
ば
せ
る
た
め
に
世
話
を
や
く
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

オ　

他
人
の
た
め
に
か
げ
で
苦
労
や
努
力
を
す
る
こ
と
。

問
四　

―
―
線
②
「
し
ば
ら
く
ぼ
く
は
、
目
の
前
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
光
景
に
見
と
れ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
と
き
の
ぼ
く
は
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
だ
っ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
か
。
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

実
際
に
は
見
え
な
い
も
の
に
対
し
て
、
集
落
の
人
間
た
ち
み
ん
な
が
感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え
る
こ
と
へ
の
期
待
。

イ　

集
落
全
体
が
長
い
間
神
へ
の
感
謝
を
表
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
自
分
が
そ
の
役
目
を
果
た
せ
る
か
ど
う
か
と
い
う
恐
れ
。

ウ　

世
界
に
は
神
様
と
い
う
大
き
な
存
在
が
あ
り
、
そ
の
存
在
に
よ
っ
て
自
分
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
こ
と
へ
の
驚
き
。

エ　

祭
り
の
持
つ
神
聖
さ
と
生
き
た
歴
史
を
感
じ
、
自
分
も
そ
の
一
部
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
感
動
。

オ　

今
ま
で
あ
こ
が
れ
て
い
た
伝
統
的
な
祭
り
に
、
よ
う
や
く
自
分
も
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
興こ

う

奮ふ
ん

。
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問
五　
　
　
　

に
入
る
言
葉
と
し
て
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

な
ん
で
こ
ん
な
こ
と
に
な
る
ん
だ
、
人
間
が
に
く
い
！

イ　

死
に
た
く
な
い
、
死
に
た
く
な
い
、
も
っ
と
生
き
た
い
！

ウ　

も
う
だ
め
だ
、
こ
の
ま
ま
殺
さ
れ
て
し
ま
う
ん
だ
…
…

エ　

な
ぜ
助
け
て
く
れ
な
い
の
か
、
見
捨
て
ら
れ
る
の
か
…
…

オ　

絶
対
に
悪
い
こ
と
は
し
な
い
か
ら
、
見
逃
し
て
！

問
六　

―
―
線
③「
そ
ん
な
わ
け
な
い
の
に
、ぼ
く
の
目
に
は
確
か
に
銃じ

ゅ
う

口こ
う

か
ら
ふ
き
出
す
赤
い
火
が
見
え
た
」と
あ
り
ま
す
が
、な
ぜ
そ
の
よ
う
に
見
え
た
の
で
す
か
。
も
っ

と
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

命
乞
い
の
踊
り
を
繰
り
返
す
中
で
、
ま
る
で
サ
ル
に
な
っ
た
よ
う
に
感
じ
、
本
当
に
鉄
砲
で
撃
た
れ
た
よ
う
に
感
じ
た
か
ら
。

イ　

命
乞
い
の
踊
り
を
踊
る
こ
と
に
疲
れ
て
、
早
く
終
わ
り
に
し
た
い
と
願
う
あ
ま
り
、
撃
た
れ
た
と
か
ん
ち
が
い
し
た
か
ら
。

ウ　

鉄
砲
が
あ
ま
り
に
も
精
密
に
作
ら
れ
て
い
た
た
め
、
本
物
だ
と
思
い
こ
み
、
実
際
に
撃
た
れ
た
と
思
い
こ
ん
だ
か
ら
。

エ　

サ
ル
の
役
に
入
り
こ
み
、
周
り
の
音
が
聞
こ
え
て
い
な
か
っ
た
結
果
、
大
太
鼓
の
音
と
鉄
砲
の
音
を
ま
ち
が
え
た
か
ら
。

オ　

本
番
で
は
鉄
砲
を
撃
つ
予
定
で
は
な
か
っ
た
の
に
、
ま
ち
が
っ
て
実
際
に
火
薬
を
つ
め
て
発
射
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
。

問
七　

―
―
線
④
「「
ほ
う
」
と
い
う
た
め
息
」
と
あ
り
ま
す
が
、
会
場
が
ど
の
よ
う
な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
。
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を

次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

子
ど
も
た
ち
が
楽
し
そ
う
に
演
じ
て
い
る
様
子
を
、
ほ
ほ
え
ま
し
い
思
い
で
見
守
っ
て
い
る
雰
囲
気
。

イ　

悪
さ
を
す
る
サ
ル
に
対
し
て
怒
り
を
感
じ
、
こ
ら
し
め
て
く
れ
た
猟
師
に
満
足
し
て
い
る
雰
囲
気
。

ウ　

サ
ル
が
劇
的
な
最さ

い

期ご

を
む
か
え
、
す
ば
ら
し
い
演
技
が
終
わ
っ
た
こ
と
に
感
動
し
て
い
る
雰
囲
気
。

エ　

ゆ
か
い
な
場
面
か
ら
一
転
し
て
、
深
刻
な
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
と
ま
ど
っ
て
い
る
雰
囲
気
。

Ｘ
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オ　

サ
ル
が
命
乞
い
の
踊
り
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
悲
し
ん
で
い
る
雰
囲
気
。

問
八　

―
―
線
⑤
「
さ
っ
き
ま
で
ふ
く
ら
ん
で
い
た
気
持
ち
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
で
す
か
。
四
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。

問
九　

―
―
線
⑦
「
母
さ
ん
が
わ
ず
か
に
ほ
お
を
ゆ
が
め
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
時
の
「
母
さ
ん
」
の
気
持
ち
と
し
て
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一

つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

み
じ
め
な
役
な
の
に
一
生
懸
命
役
に
な
り
き
っ
て
い
る
「
ぼ
く
」
を
、
か
わ
い
ら
し
い
と
思
っ
て
い
る
。

イ　
「
ぼ
く
」
の
写
真
を
撮
っ
た
と
し
て
も
見
せ
た
い
人
が
い
な
い
こ
と
に
気
が
つ
い
て
、
不
快
に
思
っ
て
い
る
。

ウ　

き
れ
い
な
衣
装
の
沙
也
と
「
ぼ
く
」
を
見
比
べ
て
、
み
す
ぼ
ら
し
い
姿
の
「
ぼ
く
」
を
残
念
に
思
っ
て
い
る
。

エ　

が
っ
か
り
し
て
い
る
「
ぼ
く
」
に
遠え

ん

慮り
ょ

し
て
い
る
が
、
は
し
ゃ
い
で
い
る
沙
也
を
ほ
ほ
え
ま
し
く
思
っ
て
い
る
。

オ　
「
ぼ
く
」
が
落
ち
込
ん
で
い
る
の
に
、
堂
々
と
写
真
を
撮
る
沙
也
の
マ
マ
を
見
て
、
図
々
し
い
と
思
っ
て
い
る
。

問
十　

次
の
ア
～
オ
は
、
こ
の
小
説
の
特と
く

徴ち
ょ
う

を
説
明
し
た
文
章
で
す
。
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

登
場
人
物
の
セ
リ
フ
を
短
く
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
祭
り
の
に
ぎ
や
か
さ
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

イ　
「
ぼ
く
」
の
心
情
を
描
写
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
ぼ
く
」
と
家
族
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

ウ　

さ
ま
ざ
ま
な
登
場
人
物
の
視
点
で
語
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
心
情
を
分
か
り
や
す
く
し
て
い
る
。

エ　

踊
り
や
人
々
の
様
子
を
く
わ
し
く
描
く
こ
と
に
よ
り
、
集
落
の
興
奮
や
神
へ
の
思
い
を
示
し
て
い
る
。

オ　

さ
ま
ざ
ま
な
擬
音
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、「
お
旅
練
り
」
に
臨
場
感
を
与
え
て
い
る
。
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次
の
―
―
線
部
に
つ
い
て
、
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
、
漢
字
は
ひ
ら
が
な
に
、
そ
れ
ぞ
れ
改
め
な
さ
い
。

①　

カ
ド
デ
を
祝
う
。

②　

サ
イ
シ
ン
の
注
意
。

③　

ヤ
サ
し
い
問
題
。

④　

太
陽
が
水
に
ハ
え
る
。

⑤　

お
つ
り
を
も
ら
い
、
ケ
ン
ザ
ン
す
る
。

⑥　

悪
寒
が
す
る
。

⑦　

解
熱
剤
を
飲
む
。

⑧　

大
願
成
就

〔三〕


