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文
芸
と
国
語
と
い
ふ
標
題
を
掲
げ
た
の
で
す
が
、
さ
う
い
ふ
問
題
は
考
へ
れ
ば
考
へ
る
ほ
ど
範
囲
が
広

く
て
ど
こ
か
に
重
点
を
お
か
な
け
れ
ば
短
い
時
間
に
は
お
話
が
出
来
ま
せ
ん
。
ど
こ
に
重
点
を
お
く
か
と

い
ふ
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
や
は
り
私
は
文
学
者
の
立
場
か
ら
、
日
頃
小
学
校
や
中
等
学
校
の
国
語
教
育

と
、
国
民
の
文
学
的
教
養
と
の
関
係
に
つ
い
て
非
常
に
疑
問
に
思
つ
て
ゐ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ

の
点
を
こ
の
機
会
に
皆
さ
ん
の
お
耳
に
入
れ
て
お
き
た
い
と
思
ひ
ま
す
。

　
予
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
私
は
今
日
の
国
語
教
育
に
つ
い
て
決
し
て
専
門
的
な
研
究
を
し

て
居
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
小
学
校
の
先
生
方
が
現
在
行
つ
て
居
ら
れ
る
児
童
の
「
読
方
」
又

は
「
綴
り
方
」
教
授
法
の
是
非
に
関
し
て
全
責
任
を
お
も
ち
に
な
つ
て
ゐ
る
と
は
思
つ
て
を
り
ま
せ
ん
。

た
ゞ
私
の
ご
く
僅
か
な
観
察
に
よ
り
ま
し
て
も
、
国
語
の
教
育
は
国
民
文
化
の
発
揚
の
上
で
、
従
来
当
局

が
考
へ
て
ゐ
る
以
上
に
重
要
で
且
つ
厄
介
な
も
の
だ
と
い
ふ
事
実
を
知
り
得
た
の
で
あ
り
ま
す
。
私
は
ま

づ
素
人
く
さ
く
、
か
う
い
ふ
疑
問
を
提
出
し
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
国
語
と
は
一
体
ど
う
い
ふ
も

の
か
、
ど
う
し
て
こ
れ
を
日
本
語
と
言
は
な
い
の
か
、
こ
の
国
語
と
日
本
語
と
い
ふ
二
つ
の
言
葉
の
間
に

は
著
し
い
語
感
の
違
ひ
が
あ
る
、
こ
の
距
り
は
何
に
よ
つ
て
埋
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
か
？
　
小
学
校
時
代
に

は
そ
れ
程
気
が
つ
き
ま
せ
ん
が
、
中
等
学
校
へ
進
ん
で
外
国
語
を
習
ひ
は
じ
め
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
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の
外
国
語
を
通
し
て
新
ら
し
い
一
つ
の
世
界
を
発
見
し
ま
す
。
そ
れ
は
あ
る
外
国
の
特
殊
な
人
情
風
俗
を

知
る
と
い
ふ
や
う
な
な
ま
や
さ
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
綴
ら
れ
た
言
葉
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
、
活

き
て
躍
つ
て
ゐ
る
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
い
ち
い
ち
の
言
葉
の
生
命
を
は
つ
き
り
掴
む
の
に
は
暇
が
か
ゝ

り
ま
す
。
し
か
し
、
な
ん
で
も
な
い
平
易
な
リ
ー
ダ
ー
の
文
章
か
ら
で
も
人
間
の
不
思
議
な
呼
吸
と
表
情

と
を
感
じ
ま
す
。
言
葉
が
如
何
に
楽
し
く
語
ら
れ
、
如
何
に
自
信
を
も
つ
て
語
ら
れ
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
こ

と
を
見
抜
く
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
が
発
せ
ら
れ
る
「
源
」
と
い
ふ
様
な
も
の
、
つ
ま
り
、
人
間
の
魂
の
律
動
が
そ
こ
に

感
じ
ら
れ
る
の
で
す
。
文
学
を
味
ふ
感
覚
の
第
一
歩
が
や
つ
と
若
い
胸
の
中
に
芽
生
え
る
の
は
こ
の
時
期

で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
殆
ど
例
外
な
く
外
国
語
を
通
し
て
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
経
験
は
、
率
直
に
云
つ

て
、
す
べ
て
の
現
代
日
本
人
が
も
つ
て
ゐ
る
だ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
日
本
の
新
し
い
文
学
は
、
ま
つ
た
く

外
国
語
の
授
け
な
く
し
て
育
た
な
か
つ
た
と
断
言
し
得
る
の
で
す
が
、
し
か
し
、
国
民
全
体
の
文
学
的
教

養
の
第
一
歩
が
、
自
国
の
言
葉
か
ら
で
な
く
、
外
国
の
言
葉
か
ら
で
あ
つ
た
と
い
ふ
や
う
な
悲
し
む
べ
き

現
象
が
、
今
後
も
し
続
い
た
と
し
た
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
文
明
国
民
と
し
て
の
自
尊
心
は
い
つ
た
い
ど
う
な

る
の
で
せ
う
。

　
私
は
、
国
民
の
教
養
と
し
て
文
学
を
最
も
重
要
な
も
の
の
一
つ
と
し
て
考
へ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
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れ
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
目
的
を
情
操
の
陶
冶
に
お
く
の
で
あ
り
ま
し
て
、
人
間
が
最
も
人
間
ら
し
く
生

き
る
道
を
教
へ
る
の
は
、
勝
れ
た
文
学
の
健
全
な
摂
取
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
道
徳
も
宗
教
も
こ
の
基
礎
な

く
し
て
は
、
ひ
か
ら
び
た
存
在
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
現
代
の
日
本
の
教
育
は
実
に
こ
の
点
で
、
過
渡

期
的
な
状
態
を
脱
し
て
ゐ
な
い
で
は
な
い
か
と
私
は
自
分
流
に
考
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
つ
ま
り
、
今
の
社
会
で
、
役
に
立
つ
人
間
を
つ
く
る
と
い
ふ
、
極
め
て
合
理
的
な
や
う
で
そ
の
実
、
御

都
合
主
義
の
精
神
が
、
決
し
て
教
へ
る
者
ば
か
り
で
な
く
、
学
ぶ
も
の
の
間
に
も
満
ち
満
ち
て
居
ま
す
。

「
今
の
社
会
に
役
立
つ
」
と
い
ふ
こ
と
は
、
今
の
社
会
の
欠
陥
や
病
根
に
、
知
ら
ず
識
ら
ず
目
を
ふ
さ
ぐ

こ
と
で
す
。
時
に
は
こ
れ
に
便
乗
し
て
し
か
も
そ
れ
を
恥
と
し
な
い
人
間
を
作
る
こ
と
で
す
。
文
学
が
無

用
視
さ
れ
、
時
に
は
危
険
視
さ
れ
る
の
は
さ
う
い
ふ
空
気
の
な
か
に
於
て
で
あ
り
ま
す
。
併
し
さ
う
は
申

し
ま
し
て
も
、
こ
の
風
潮
が
心
あ
る
教
育
者
或
は
一
般
の
識
者
か
ら
批
判
さ
れ
、
改
革
が
叫
ば
れ
て
ゐ
る

こ
と
も
事
実
で
あ
り
ま
す
。
物
の
真
実
を
見
極
め
、
そ
れ
を
人
間
的
な
心
情
に
よ
つ
て
美
し
く
感
じ
る
と

い
ふ
訓
練
は
、
立
身
出
世
主
義
と
は
相
容
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
永
久
に
政
治
的
方
便
と
も
併
行
し
な

い
も
の
で
す
。
し
か
し
、
ど
う
い
ふ
社
会
的
境
遇
に
身
を
お
き
ま
し
て
も
、
文
学
に
よ
つ
て
拓
か
れ
た
人

間
尊
重
の
精
神
は
、
総
て
の
言
説
行
動
の
奥
に
、
静
か
な
良
心
と
し
て
輝
き
を
保
つ
も
の
だ
と
私
は
信
じ

ま
す
。
小
学
校
の
国
語
は
実
に
か
う
い
ふ
重
大
な
人
間
教
育
に
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
基
礎
を
与
へ
る
も
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の
で
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
小
学
校
児
童
は
そ
の
年
齢
か
ら
言
つ
て
も
、
決
し
て
私
は
、
直
接
に
文
学
そ
の
も
の
を
注
入
す

る
と
い
ふ
様
な
無
謀
な
こ
と
を
お
勧
め
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
た
ゞ
期
待
し
得
る
こ
と
は
、

国
語
の
諸
科
目
を
通
じ
て
第
一
に
「
言
葉
」
に
対
す
る
愛
と
尊
敬
と
を
も
つ
や
う
に
導
く
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
云
ひ
換
へ
れ
ば
、
言
葉
の
機
能
と
生
命
と
を
、
完
全
に
、
且
つ
十
分
に
児
童
の
頭
に
移
し
植
ゑ
る
こ

と
、
な
る
ほ
ど
言
葉
と
い
ふ
も
の
は
そ
ん
な
も
の
で
あ
つ
た
か
と
い
ふ
驚
異
と
好
奇
心
と
を
与
へ
る
こ
と

に
ま
づ
成
功
す
れ
ば
い
ゝ
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
さ
う
い
ふ
結
果
を
も
た
ら
す
方
法
に
つ
い
て
、
や

は
り
国
語
の
教
授
を
受
持
つ
先
生
方
に
一
通
り
文
学
の
精
神
と
技
術
、
内
容
と
表
現
に
つ
い
て
の
知
識
と

感
覚
を
備
へ
て
ゐ
て
頂
き
た
い
と
思
ひ
ま
す
。
元
来
現
代
の
文
学
は
民
衆
全
体
の
も
の
で
、
決
し
て
や
か

ま
し
い
専
門
は
な
い
と
私
は
考
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
例
へ
ば
、
大
衆
小
説
は
面
白
い
が
、
純
文

学
は
分
ら
ん
と
い
ふ
人
が
あ
つ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
文
学
を
専
門
に
や
ら
な
い
か
ら
と
い
ふ
の
で
は
な

く
て
、
寧
ろ
文
学
を
純
粋
に
享
け
容
れ
る
人
間
的
感
情
が
欠
け
て
居
る
と
極
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
り
ま
す
。
欠
け
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
つ
ま
り
円
満
に
発
達
し
て
ゐ
な
い
か
、
或
は
ひ
と
り
で
に
枯

渇
し
て
し
ま
つ
た
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
原
因
は
精
神
的
に
自
分
を
高
め
よ
う
と
い
ふ

切
実
な
要
求
が
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
散
文
で
も
韻
文
で
も
、
極
く
特
殊
な
も
の
を
除
い
て
、
普
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通
の
常
識
的
な
教
養
で
良
い
も
の
は
良
い
と
感
じ
ら
れ
る
筈
で
す
。
そ
れ
に
理
屈
を
つ
け
る
こ
と
だ
つ
て

そ
ん
な
に
む
つ
か
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
さ
へ
立
派
に
出
来
て
ゐ
れ
ば
、
立
派
な
批
評
が
で
き
ま
す
。

少
く
と
も
、
作
家
は
、
さ
う
い
ふ
批
評
に
耳
を
傾
け
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
国
語
と
文
学
と
の
関
係
に
入
り
ま
す
が
、
最
初
に
疑
問
を
出
し
ま
し
た
通
り
、
な
ぜ
国
語
を
日

本
語
と
言
は
な
い
か
、
私
な
ど
も
学
校
で
、
国
語
は
習
つ
た
け
れ
ど
も
、
日
本
語
は
習
は
な
か
つ
た
や
う

な
気
が
し
て
ゐ
る
。
今
の
小
学
生
は
、
そ
の
点
で
は
随
分
幸
せ
だ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
が
、
私
が
ち
よ
つ
と

気
の
つ
い
た
こ
と
を
こ
ゝ
で
申
し
ま
す
と
、
第
一
に
教
科
書
全
体
が
「
書
か
れ
た
文
章
」
で
あ
り
ま
す
。

勿
論
活
字
に
な
つ
て
居
る
か
ら
当
然
書
か
れ
た
文
章
と
も
言
へ
ま
す
が
、
も
つ
と
厳
密
な
意
味
で
書
か
れ

た
文
章
ば
か
り
で
あ
り
ま
す
。
文
語
、
口
語
と
い
ふ
区
別
は
あ
つ
て
も
現
代
の
口
語
体
は
文
章
と
し
て
書

か
れ
る
た
め
に
出
来
上
つ
て
ゐ
る
も
の
で
、
決
し
て
こ
れ
は
「
話
さ
れ
る
言
葉
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
書
か
れ
る
言
葉
」
と
「
話
さ
れ
る
言
葉
」
と
が
現
代
の
日
本
程
極
端
に
分
れ
て
ゐ
る
国
語
は
、
ほ
か
に

は
な
い
や
う
で
す
。
西
洋
の
言
葉
は
幾
つ
も
知
り
ま
せ
ん
が
、
「
書
か
れ
る
言
葉
」
と
「
話
さ
れ
る
言
葉
」

の
距
離
が
日
本
語
に
比
較
す
る
と
ず
つ
と
近
い
。
こ
の
現
象
は
ど
う
い
ふ
結
果
を
導
き
出
す
か
と
い
ふ
と
、

吾
々
が
物
を
喋
る
時
と
物
を
書
く
時
と
で
同
じ
事
柄
で
も
頭
を
通
過
す
る
仕
方
が
全
く
違
ふ
と
い
ふ
こ
と

で
す
。
考
へ
た
挙
句
書
く
場
合
と
、
即
興
的
に
喋
る
場
合
と
で
は
勿
論
思
考
の
形
が
違
ふ
こ
と
は
普
通
で
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す
が
、
そ
の
違
ひ
方
が
非
常
に
甚
だ
し
い
、
或
る
場
合
に
は
喋
る
時
と
書
く
時
と
反
対
な
矛
盾
し
た
二
つ

の
表
現
に
な
る
こ
と
す
ら
あ
り
ま
す
。
是
は
少
し
厳
密
に
自
分
の
物
の
考
へ
方
と
書
方
を
注
意
し
て
較
べ

て
見
る
と
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
空
隙
を
埋
め
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
物
を
書
く
練
習
に
な
る
こ
と
は
事
実

で
あ
り
ま
す
。
書
く
時
と
喋
る
時
と
で
は
思
想
や
感
情
の
ポ
ー
ズ
が
そ
れ
／
″
＼
思
は
ざ
る
自
己
欺
瞞
に

陥
る
の
で
す
。
国
語
教
育
と
い
ふ
も
の
が
若
し
完
全
な
日
本
語
教
育
で
あ
る
な
ら
ば
こ
の
点
を
も
つ
と
考

へ
な
い
と
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
ひ
ま
す
。

　
こ
ゝ
で
標
準
語
の
問
題
が
起
つ
て
来
ま
す
。
現
代
文
で
は
、
教
科
書
と
し
て
標
準
語
を
使
ふ
こ
と
が
当

然
で
あ
る
が
、
是
は
実
に
困
つ
た
も
の
で
、
こ
れ
く
ら
ゐ
文
学
的
で
な
い
言
葉
は
ほ
か
に
あ
り
ま
せ
ん
。

東
京
語
を
基
準
に
し
て
標
準
語
が
つ
く
ら
れ
た
も
の
だ
と
言
は
れ
て
を
り
ま
す
が
、
東
京
語
に
は
東
京
語

の
調
子
と
い
ふ
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
元
来
符
牒
に
過
ぎ
な
い
言
葉
を
活
か
し
て
ゐ
る
も
の
で
す
。

標
準
語
は
言
は
ば
性
格
も
気
質
も
な
い
言
葉
で
す
。
人
間
な
ら
ば
デ
ク
の
坊
で
す
、
面
白
い
文
章
、
熱
の

あ
る
文
体
が
生
れ
る
訳
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
そ
こ
で
標
準
語
で
も
こ
ん
な
文
章
が
書
け
る
と
い
ふ
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
と
す
れ
ば
、

教
科
書
の
中
に
さ
う
い
ふ
文
章
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
標
準
語
で
書
く
た
め
に
書
か
れ
た
文
章
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
標
準
語
を
自
分
の
も
の
に
し
て
、
そ
の
思
想
感
情
を
意
の
赴
く
ま
ゝ
に
愬
へ
た
も
の
に
相
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違
な
い
の
で
す
。
そ
れ
が
偶
々
標
準
語
に
合
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
な
ら
ば
、
標
準
語
で
書
か
れ
て
ゐ
て
も
立

派
な
文
章
に
な
る
と
い
ふ
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
併
し
そ
れ
は
唯
単
に
標
準
語
で
あ
る
と
言
つ
て
片
付
け
る

こ
と
の
出
来
な
い
文
章
で
あ
り
ま
す
。
さ
う
い
ふ
文
章
で
は
じ
め
て
、
言
葉
そ
れ
／
″
＼
の
語
感
が
活
か

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
序
で
に
方
言
と
訛
り
に
つ
い
て
一
言
附
け
加
へ
ま
す
。
私
は
戯
曲
を
書
く
場
合
の
注
意
と
し
て
、
或
る

地
方
出
身
の
若
い
作
家
に
こ
ん
な
注
意
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
「
君
は
ま
だ
標
準
語
を
マ
ス
タ
ー
し

て
居
な
い
、
従
つ
て
登
場
人
物
に
標
準
語
を
使
は
せ
よ
う
と
す
る
の
は
無
理
だ
。
君
だ
け
の
才
能
が
あ
れ

ば
相
当
な
戯
曲
が
書
け
る
と
思
ふ
が
、
書
く
場
合
、
人
物
の
各
々
に
君
自
身
に
親
し
み
あ
る
言
葉
、
君
の

出
身
地
の
言
葉
を
使
は
し
て
見
給
へ
、
尠
く
と
も
、
標
準
語
を
使
ひ
な
が
ら
つ
い
お
国
訛
り
を
出
す
や
う

な
人
物
、
標
準
語
を
使
ふ
つ
も
り
で
居
り
な
が
ら
、
う
つ
か
り
自
分
の
国
の
方
言
が
と
び
出
す
と
い
ふ
人

物
を
意
識
的
に
書
い
て
見
給
へ
、
会
話
は
ず
つ
と
生
彩
を
放
つ
し
、
全
体
の
現
実
感
が
高
ま
つ
て
来
る
に

相
違
な
い
。
」
彼
は
私
の
言
ふ
通
り
に
し
ま
し
た
。
す
る
と
当
時
、
少
し
大
げ
さ
に
言
ふ
と
、
文
壇
を
あ

つ
と
言
は
せ
る
様
な
傑
作
を
書
き
ま
し
た
。
是
は
ど
う
い
ふ
こ
と
か
と
い
ふ
と
、
標
準
語
を
学
ぶ
の
は
決

し
て
東
京
弁
を
上
手
に
使
ふ
た
め
で
な
く
、
自
分
の
使
ふ
言
葉
が
相
手
に
通
じ
る
と
い
ふ
自
信
を
つ
け
る

た
め
な
の
で
あ
り
ま
す
。
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私
は
方
言
は
非
常
に
好
き
で
す
。
地
方
の
人
が
純
粋
に
そ
の
土
地
の
言
葉
で
話
合
つ
て
ゐ
る
の
を
聞
く

の
は
美
し
い
も
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。
公
の
場
所
で
は
標
準
語
が
使
へ
な
い
と
不
便
で
す
が
、
下
手
に
地
方

弁
を
か
く
す
や
り
方
で
な
く
、
寧
ろ
標
準
語
を
地
方
語
化
す
る
ぐ
ら
ゐ
の
信
念
と
気
魄
を
も
つ
て
行
き
た

い
。
全
然
想
像
も
つ
か
な
い
や
う
な
方
言
は
他
国
の
人
に
は
通
じ
な
い
の
で
、
こ
れ
は
困
り
ま
す
が
、
訛

り
や
ア
ク
セ
ン
ト
は
、
幾
分
残
つ
て
を
つ
た
方
が
そ
の
人
の
個
性
が
出
て
、
そ
れ
が
ち
や
ん
と
し
た
教
養

と
人
間
的
魅
力
に
結
び
つ
け
ば
、
ど
こ
へ
押
出
し
て
も
立
派
な
言
葉
、
決
し
て
品
位
に
か
ゝ
は
る
や
う
な

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
か
う
い
ふ
説
を
樹
て
る
と
、
折
角
学
校
で
標
準
語
を
教
へ
る
た
め
に
努
力
を
払

つ
て
お
い
で
に
な
る
先
生
方
の
お
仕
事
を
無
視
す
る
や
う
に
き
こ
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
併
し
必
ず

し
も
標
準
語
普
及
を
無
意
味
と
す
る
の
で
は
な
く
て
、
標
準
語
は
一
応
日
本
の
隅
々
ま
で
徹
底
さ
せ
る
必

要
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
併
し
方
言
、
地
方
の
言
葉
、
自
分
の
言
葉
を
必
要
以
上
に
卑
下
す
る
と
い
ふ

こ
と
の
精
神
を
排
斥
し
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
唯
自
ら
方
言
へ
の
愛
情
に
も
限
界
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は

皆
さ
ん
も
御
気
付
き
の
こ
と
ゝ
思
ひ
ま
す
。

　
次
に
申
し
た
い
こ
と
は
、
「
書
か
れ
る
言
葉
」
と
し
て
の
国
語
乃
至
綴
方
に
つ
い
て
は
、
今
日
全
国
の

小
学
校
で
向
ふ
と
こ
ろ
が
は
つ
き
り
見
究
め
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
に
思
ひ
ま
す
。
私
も
実
は
こ
れ
に
は
感
心

し
て
を
り
ま
す
。
例
の
「
綴
方
教
室
」
と
い
ふ
や
う
な
い
く
ぶ
ん
変
態
的
な
産
物
は
別
と
し
て
、
ま
づ
〳
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〵
小
学
校
の
先
生
方
は
、
こ
の
点
、
文
章
を
書
く
、
或
は
文
章
を
理
解
す
る
、
読
む
と
い
ふ
こ
と
で
は
実

に
よ
く
や
つ
て
ゐ
て
下
さ
る
と
大
に
意
を
強
く
し
て
ゐ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
「
話
さ
れ
る
言
葉
」

と
し
て
の
日
本
語
の
訓
練
は
、
是
は
ど
う
で
せ
う
。
実
を
申
し
ま
す
と
、
今
日
こ
れ
を
小
学
校
の
先
生
方

に
注
文
す
る
の
は
少
し
見
当
違
ひ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
何
故
な
ら
ば
現
代
の
「
話
さ
れ
る
日
本
語
」
と
い

ふ
も
の
は
頗
る
混
乱
し
て
を
り
ま
し
て
、
何
を
標
準
と
す
べ
き
か
、
何
を
捨
て
、
何
を
と
る
べ
き
か
さ
へ

何
人
も
十
分
に
研
究
し
て
ゐ
な
い
有
様
な
の
で
す
か
ら
。
そ
こ
で
現
代
の
少
国
民
に
今
の
中
か
ら
「
も
の

を
言
ふ
」
修
業
を
し
て
も
ら
ひ
た
く
、
こ
れ
を
指
導
し
育
て
あ
げ
、
小
学
校
を
出
て
直
ぐ
社
会
へ
出
て
働

く
も
の
と
、
中
等
学
校
に
進
む
も
の
と
に
論
な
く
、
何
れ
も
直
ち
に
世
俗
的
な
「
お
喋
り
」
の
中
に
と
び

こ
ん
で
、
紋
切
型
と
月
並
な
口
上
の
と
り
こ
と
な
る
彼
等
に
、
少
し
で
も
「
真
の
人
間
の
言
葉
」
は
何
か

と
い
ふ
こ
と
を
会
得
さ
せ
て
お
い
て
頂
き
た
い
の
で
す
。

　
私
は
嘗
て
「
語
ら
れ
る
言
葉
の
美
」
と
い
ふ
こ
と
を
文
章
に
書
き
ま
し
た
。
又
或
る
中
等
女
子
国
語
読

本
に
「
言
葉
の
魅
力
」
と
い
ふ
題
で
「
話
し
方
」
の
分
析
と
心
得
と
を
書
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
是
は

昔
か
ら
言
は
れ
て
居
る
「
話
術
」
と
は
全
く
違
ふ
も
の
で
あ
り
ま
す
。
寧
ろ
西
洋
の
正
し
い
文
学
的
伝
統

の
中
に
あ
る
エ
ロ
カ
ン
ス
、
こ
れ
を
雄
弁
と
訳
し
て
ゐ
る
や
う
で
す
が
、
そ
れ
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
思

は
れ
ま
す
。
日
本
で
は
、
雄
弁
を
政
談
演
説
が
独
占
し
て
し
ま
つ
た
結
果
、
甚
だ
雑
駁
な
、
口
角
泡
を
と
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ば
し
、
悲
憤
慷
慨
す
る
調
子
の
も
の
、
或
は
、
婚
礼
の
テ
ー
ブ
ル
ス
ピ
ー
チ
で
、
つ
ま
ら
ぬ
洒
落
を
ま
く

し
た
て
る
や
う
な
型
の
も
の
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
が
、
本
来
ギ
リ
シ
ヤ
に
生
れ
、
西
欧
諸
国
に
発
達
し
た
エ

ロ
カ
ン
ス
は
、
そ
ん
な
や
す
で
な
も
の
で
は
な
い
。
而
も
こ
の
エ
ロ
カ
ン
ス
は
、
文
学
の
畑
の
中
で
美
事

に
実
を
結
ん
だ
の
で
す
。
日
常
生
活
の
中
に
根
を
下
し
、
政
治
、
社
交
、
学
問
、
商
売
、
恋
愛
さ
へ
、
是

な
く
し
て
は
成
立
た
ぬ
と
い
ふ
ぐ
ら
ゐ
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
。
国
際
的
な
交
渉
に
お
い
て
日
本
が
何
時
で
も

損
を
す
る
の
は
、
政
治
家
や
外
交
官
が
勝
れ
た
底
力
の
あ
る
雄
弁
を
持
合
せ
て
ゐ
な
い
こ
と
が
大
き
な
原

因
で
あ
り
ま
す
。
小
に
し
て
町
村
内
の
紛
争
等
も
双
方
が
お
互
に
自
分
の
意
志
感
情
を
伝
へ
る
方
法
が
ま

づ
い
、
或
は
双
方
の
意
見
を
輿
論
に
訴
へ
る
の
に
強
靭
な
舌
の
力
を
有
つ
て
ゐ
な
い
か
ら
だ
と
思
ひ
ま
す
。

そ
れ
は
現
代
日
本
の
大
き
な
弱
点
で
あ
る
や
う
に
思
ひ
ま
す
。
そ
れ
で
日
本
で
は
ま
づ
雄
弁
に
対
す
る
既

成
観
念
を
打
破
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
よ
く
全
国
青
年
団
雄
弁
大
会
を
ラ
ヂ
オ
で
聞
き
ま
す
が
、
そ
こ

に
出
て
来
る
選
手
の
話
振
り
を
聞
い
て
、
私
は
冷
汗
を
か
い
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
空
疎
な
怒

号
で
あ
り
、
安
価
な
興
奮
の
擬
態
、
代
読
さ
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
や
う
な
月
並
な

美
文
調
な
の
で
す
。
か
う
い
ふ
も
の
が
選
手
と
し
て
選
び
出
さ
れ
る
現
代
の
風
潮
か
ら
先
づ
少
国
民
を
救

ひ
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
の
で
す
。
皆
さ
ん
は
ど
う
お
考
へ
に
な
り
ま
す
か
。
こ
れ
は
勿
論
国

語
の
領
分
以
外
で
せ
う
が
、
国
語
教
育
に
特
に
御
熱
心
な
諸
先
生
方
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
へ
て
頂
き
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た
い
と
思
ふ
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
話
が
こ
ゝ
ま
で
来
ま
し
た
か
ら
、
文
学
を
散
文
と
韻
文
に
分
け
、
更
に
散
文
、
韻
文
の
何
れ
か
に
属
し
、

又
或
る
時
は
何
れ
か
ら
も
独
立
し
た
一
つ
の
形
式
、
即
ち
戯
曲
の
こ
と
に
つ
い
て
一
寸
申
上
げ
ま
す
。

　
戯
曲
即
ち
脚
本
で
あ
り
ま
す
が
、
小
学
校
の
国
語
読
本
に
は
脚
本
と
し
て
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
が
取
上

げ
ら
れ
て
ゐ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
つ
て
、
今
日
家
を
出
が
け
に
、
迂
遠
な
話
で
す
が
、
子
供
達
の
国

語
読
本
を
も
つ
て
来
さ
せ
て
ば
ら
〳
〵
と
見
た
の
で
あ
り
ま
す
。
脚
本
の
要
素
は
慥
か
に
あ
る
や
う
で
す
。

殊
に
四
年
級
で
し
た
か
、
「
五
作
ぢ
い
さ
ん
」
と
い
ふ
対
話
、
唯
今
下
の
部
屋
で
伺
ひ
ま
す
と
、
六
年
に

は
リ
ア
王
、
こ
れ
は
慥
か
に
戯
曲
の
一
節
で
す
。
対
話
は
勿
論
戯
曲
の
文
体
と
し
て
考
へ
て
い
ゝ
も
の
で

あ
り
ま
す
が
、
併
し
対
話
の
す
べ
て
は
必
ず
し
も
戯
曲
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
後
程
こ
の
問
題
に
触
れ
ま

す
が
、
こ
ゝ
で
児
童
心
理
な
ど
詳
し
く
知
ら
な
い
私
で
も
、
子
供
が
対
話
形
式
に
よ
つ
て
書
か
れ
た
も
の

は
案
外
よ
ろ
こ
ぶ
も
の
だ
と
い
ふ
こ
と
に
気
が
つ
い
て
ゐ
ま
し
た
。
今
日
も
先
生
に
訊
い
て
み
ま
す
と
、

会
話
は
子
供
が
面
白
が
る
も
の
だ
と
い
ふ
こ
と
で
す
。
私
の
み
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
は
、
自
分
達
の
喋

つ
て
ゐ
る
言
葉
に
近
い
と
い
ふ
こ
と
が
ひ
と
つ
の
理
由
、
そ
れ
と
、
と
に
か
く
吾
々
が
言
ふ
「
対
話
の
魅

力
」
、
そ
れ
を
大
人
以
上
に
素
直
に
受
取
り
、
感
じ
て
、
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
誤
り
な
く
頭
の
中
に

活
か
す
能
力
を
実
際
に
も
つ
て
ゐ
る
か
ら
だ
と
思
ひ
ま
す
。
こ
れ
は
子
供
が
「
書
か
れ
た
文
章
」
よ
り
も
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「
話
さ
れ
る
言
葉
」
と
し
て
の
対
話
か
ら
、
一
層
、
言
葉
の
感
覚
を
植
ゑ
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
る
の

で
あ
り
ま
す
。
同
時
に
、
こ
の
対
話
と
い
ふ
形
式
が
す
ぐ
れ
て
ゐ
れ
ば
ゐ
る
ほ
ど
、
子
供
の
想
像
力
は

「
言
葉
の
生
命
」
に
直
接
触
れ
て
動
き
出
す
と
い
ふ
微
妙
な
作
用
を
示
し
て
ゐ
る
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。
と

い
ふ
こ
と
は
、
つ
ま
り
対
話
の
文
体
は
、
外
の
説
話
体
或
は
描
写
体
の
散
文
よ
り
も
、
言
葉
そ
の
も
の
の

生
命
と
い
ふ
も
の
が
一
層
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
私
は
「
対
話
」
と
い
ふ
形
式

に
子
供
の
表
現
力
を
伸
ば
す
一
つ
の
鍵
が
あ
る
、
言
葉
の
秘
密
を
探
り
出
さ
せ
る
端
緒
が
あ
り
は
し
な
い

か
と
い
ふ
こ
と
を
考
へ
て
を
り
ま
す
。
教
科
書
の
中
の
現
代
文
の
対
話
に
つ
い
て
少
し
考
へ
て
み
ま
す
と
、

対
話
に
も
さ
き
程
申
し
ま
し
た
や
う
に
色
々
あ
つ
て
、
散
文
と
し
て
の
対
話
、
韻
文
と
し
て
の
対
話
、
も

う
一
つ
戯
曲
的
対
話
と
い
ふ
も
の
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
区
別
を
十
分
に
し
て
頂
き
た
い
の
で
す
。
こ

れ
を
混
同
す
る
と
散
文
的
な
対
話
を
強
ひ
て
戯
曲
的
対
話
と
し
て
取
扱
ふ
危
険
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
散

文
と
し
て
の
対
話
に
戯
曲
的
対
話
の
表
現
を
無
理
に
与
へ
る
こ
と
に
な
る
と
、
子
供
の
想
像
力
を
混
乱
さ

せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
世
間
に
通
用
し
て
ゐ
る
児
童
劇
、
童
話
劇
と
い
ふ
も
の
を
見
る
と
、
こ
の
点
が

実
に
目
茶
々
々
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
で
も
子
供
は
結
構
自
分
の
空
想
で
そ
れ
／
″
＼
の
場
面
を
原
作
以
上
に
面
白
く
運
ば
せ
て
ゐ
ま
す

が
、
併
し
「
言
葉
の
訓
練
」
と
い
ふ
点
か
ら
見
る
と
非
常
に
害
が
あ
る
や
う
で
す
。
一
般
の
児
童
読
物
も
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さ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
殊
に
対
話
の
部
分
は
子
供
が
口
真
似
を
し
て
日
常
生
活
の
中
に
取
入
れ
る
。
そ
こ

で
「
対
話
」
の
読
み
方
、
厳
密
に
い
ひ
ま
す
と
「
対
話
の
言
ひ
方
」
又
は
「
話
し
方
」
は
国
語
教
育
の
立

場
か
ら
非
常
に
注
意
を
要
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
ひ
ま
す
。
殊
に
是
が
戯
曲
的
な
感
覚
を
も
つ
て
書

か
れ
た
「
対
話
」
で
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
を
肉
声
化
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
そ
の
生
命
が
決
定
的
な
も
の
と

な
り
ま
す
。
つ
ま
り
肉
声
化
の
仕
方
が
悪
い
と
い
ふ
こ
と
は
そ
の
文
章
を
致
命
的
な
も
の
に
し
て
し
ま
ひ

ま
す
。
是
は
そ
の
中
で
言
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
面
白
い
と
か
面
白
く
な
い
と
か
い
ふ
こ
と
以
上
に
、
そ
こ

に
は
外
の
文
体
に
は
見
ら
れ
な
い
独
特
な
一
つ
の
魅
力
が
あ
る
、
そ
れ
は
心
理
の
起
伏
を
瞬
間
に
と
ら
へ

る
、
誘
導
的
と
い
ふ
言
葉
を
使
ひ
ま
す
、
誘
導
的
な
演
劇
的
イ
メ
ー
ヂ
と
い
ふ
も
の
が
戯
曲
の
文
体
の
中

で
は
躍
つ
て
ゐ
る
の
で
す
。
例
の
「
五
作
ぢ
い
さ
ん
」
の
や
う
な
対
話
も
、
折
角
か
う
い
ふ
形
式
を
選
ん

だ
の
だ
か
ら
、
も
う
少
し
戯
曲
的
起
伏
を
も
つ
た
も
の
に
し
た
か
つ
た
と
思
ひ
ま
す
。
こ
の
ま
ゝ
で
は
散

文
的
対
話
で
す
。
そ
れ
も
勿
論
あ
つ
て
も
い
い
の
で
す
が
、
か
う
い
ふ
人
物
と
情
景
を
選
ん
だ
な
ら
ば
、

態
々
散
文
的
に
書
く
理
由
は
な
い
で
せ
う
。
こ
の
一
章
は
教
科
書
全
体
を
通
じ
て
、
そ
の
意
図
の
面
白
さ

に
も
か
ゝ
わ
ら
ず
、
結
果
は
成
功
と
思
へ
ま
せ
ん
。
子
供
も
物
足
り
な
い
気
持
が
す
る
で
せ
う
。
雄
弁
が

政
談
演
説
的
な
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
に
陥
つ
て
ゐ
る
や
う
に
、
芝
居
全
体
の
せ
り
ふ
も
今
日
で
は
マ
ン
ネ
リ
ズ

ム
を
脱
し
て
ゐ
ま
せ
ん
。
児
童
劇
も
、
新
劇
の
影
響
下
に
あ
つ
て
好
ま
し
か
ら
ぬ
癖
の
あ
る
調
子
を
知
ら
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ず
識
ら
ず
身
に
つ
け
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
ま
す
。
是
も
何
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ひ
ま
す
。

　
小
学
児
童
の
演
ず
る
学
校
劇
も
先
生
方
の
正
し
い
指
導
に
よ
つ
て
素
晴
し
い
芸
術
教
育
に
な
る
と
思
ひ

ま
す
が
、
そ
れ
に
は
脚
本
の
選
び
方
が
大
切
で
あ
り
ま
す
。
国
語
教
育
の
補
助
と
い
ふ
見
地
か
ら
は
、
素

朴
で
而
も
生
命
感
の
溢
れ
た
せ
り
ふ
で
書
か
れ
た
も
の
、
さ
う
い
ふ
標
準
で
選
ん
で
下
さ
る
こ
と
が
根
本

的
な
着
眼
で
あ
る
と
思
ひ
ま
す
。
戯
曲
的
な
文
体
に
親
し
み
、
本
当
に
そ
の
魅
力
を
感
得
す
る
能
力
が
子

供
に
出
来
れ
ば
、
さ
う
し
て
そ
れ
を
非
戯
曲
的
な
対
話
と
区
別
す
る
能
力
が
子
供
に
出
来
て
来
れ
ば
、
し

め
た
も
の
、
こ
れ
が
軈
て
国
民
の
生
活
の
中
で
め
い
〳
〵
の
「
話
す
言
葉
」
を
洗
練
し
、
楽
し
く
豊
富
に

し
、
力
強
く
し
ま
す
。
日
本
人
が
お
ざ
な
り
と
紋
切
型
か
ら
解
放
さ
れ
、
自
分
自
身
の
表
現
を
も
つ
最
初

の
手
引
き
は
案
外
か
う
い
ふ
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
ひ
ま
す
。

　
最
後
に
言
葉
と
い
ふ
こ
と
か
ら
少
し
離
れ
て
、
現
行
国
語
読
本
の
中
に
あ
る
一
つ
の
精
神
に
つ
い
て
簡

単
に
所
感
を
申
述
べ
ま
す
。

　
私
は
文
部
省
編
纂
の
国
語
読
本
が
国
民
教
育
の
立
場
を
は
な
れ
て
存
在
し
な
い
こ
と
は
よ
く
承
知
し
て

ゐ
ま
す
。
他
の
科
目
と
の
関
連
と
い
ふ
こ
と
も
察
せ
ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ
に
し
て
は
周
到
な
注
意
の
下
に

つ
く
ら
れ
て
ゐ
る
と
感
じ
て
を
り
ま
す
。
一
通
り
あ
ら
ゆ
る
形
式
の
も
の
が
網
羅
さ
れ
て
ゐ
ま
す
。
文
体

か
ら
見
ま
す
と
現
代
語
は
標
準
語
と
い
ふ
制
限
の
あ
る
た
め
も
あ
る
し
、
内
容
が
幾
分
啓
蒙
的
で
あ
り
す
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ぎ
る
た
め
に
、
そ
れ
／
″
＼
の
形
式
は
揃
つ
て
ゐ
ま
す
が
、
形
式
が
要
求
す
る
文
体
的
魅
力
が
十
分
発
揮

さ
れ
て
ゐ
な
い
憾
み
が
あ
り
ま
す
。

　
も
う
一
つ
、
こ
れ
は
少
し
僭
越
な
言
ひ
方
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
同
じ
物
語
り
で
も
何
と
な
く
美
談
め

い
た
も
の
、
出
て
来
る
人
物
が
例
外
な
く
俗
に
い
ふ
感
心
な
人
物
で
あ
り
す
ぎ
る
の
が
気
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
は
児
童
の
精
神
に
健
康
的
な
も
の
を
与
へ
る
と
い
ふ
配
慮
か
ら
一
応
御
尤
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、

文
学
者
の
立
場
か
ら
は
異
論
が
あ
り
ま
す
。
と
い
ふ
の
は
、
日
本
人
の
美
談
好
き
は
今
や
少
々
鼻
も
ち
な

ら
ぬ
、
頽
廃
的
傾
向
を
生
ん
で
を
り
ま
す
。
そ
れ
は
偽
善
に
つ
な
が
る
ば
か
り
で
な
く
、
人
間
的
価
値
を

表
面
的
な
言
葉
や
行
為
で
片
付
け
よ
う
と
す
る
浅
薄
な
形
式
主
義
に
陥
り
ま
す
。
根
本
は
明
治
以
来
の
立

身
出
世
主
義
の
風
潮
に
帰
す
べ
き
で
、
俗
人
横
行
の
最
大
原
因
で
す
。
人
間
の
本
性
や
、
必
然
の
心
理
は

か
う
い
ふ
現
象
の
中
で
は
し
ば
〳
〵
無
視
さ
れ
る
の
で
す
。
真
実
が
真
実
と
し
て
の
厳
粛
さ
を
失
ひ
、
自

然
の
美
し
い
心
情
が
日
蔭
の
花
の
や
う
に
萎
ん
で
し
ま
ひ
ま
す
。
美
談
そ
の
も
の
が
悪
い
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
れ
を
余
り
に
担
ぐ
精
神
は
抜
馳
け
の
功
名
心
を
煽
り
ま
す
。
一
人
良
い
児
に
な
る
こ
と
を
奨
励

す
る
結
果
を
生
む
の
で
す
。
美
談
は
常
に
凡
人
を
必
要
以
上
に
英
雄
化
し
ま
す
。
つ
ゝ
ま
し
い
人
を
強
ひ

て
派
手
に
し
、
不
幸
な
も
の
を
何
と
な
く
幸
福
に
見
せ
か
け
ま
す
。
美
談
は
概
ね
万
人
の
美
徳
を
個
人
の

占
有
化
し
、
次
に
現
は
れ
る
も
の
を
模
倣
者
と
見
倣
す
惧
れ
が
あ
り
ま
す
。
美
談
は
何
よ
り
も
人
に
知
ら
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れ
る
こ
と
を
も
つ
て
第
一
の
条
件
と
し
ま
す
。
か
く
れ
た
美
談
と
は
言
葉
の
遊
戯
で
す
。
真
の
美
談
の
主

は
人
の
語
草
に
な
る
こ
と
を
辛
く
恥
か
し
く
思
ふ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
日
本
人
は
今
や
美
談
の
種
拾
ひ
で

す
。
何
が
美
談
か
と
い
ふ
と
多
く
は
人
間
と
し
て
当
り
前
の
こ
と
を
し
た
の
が
美
談
、
そ
れ
で
は
一
般
日

本
人
は
人
間
と
し
て
当
り
前
の
こ
と
を
し
て
ゐ
な
い
か
の
如
く
に
思
は
れ
ま
す
。
普
通
の
人
間
で
は
出
来

な
い
や
う
な
こ
と
を
や
つ
た
と
い
ふ
美
談
で
も
、
よ
く
考
へ
て
み
る
と
、
そ
の
人
間
の
美
徳
が
さ
う
さ
せ

た
の
で
な
く
、
異
状
性
格
や
心
理
が
さ
う
さ
せ
た
場
合
が
あ
り
ま
す
。
珍
し
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
感
心

す
る
に
は
当
ら
な
い
と
い
ふ
事
実
が
直
ぐ
ぴ
ん
と
来
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
子
供
に
も
ぴ
ん
と
来
る
の
で

す
。
い
ち
い
ち
そ
れ
を
詮
議
す
る
に
は
当
り
ま
せ
ん
が
、
美
談
を
掲
げ
て
そ
の
効
果
を
期
待
す
る
精
神
の

中
に
は
、
さ
う
い
ふ
隙
間
が
往
々
あ
つ
て
、
や
ゝ
深
く
も
の
を
見
、
鋭
く
判
断
す
る
力
を
も
つ
た
者
の
顰

蹙
を
買
ふ
の
で
す
。
文
学
は
さ
う
い
ふ
意
味
で
、
卑
俗
な
美
談
尊
重
に
大
い
に
反
撥
し
ま
す
。
が
、
こ
れ

は
文
学
が
道
徳
と
相
容
れ
な
い
と
い
ふ
一
部
の
誤
つ
た
見
方
と
何
も
関
係
は
あ
り
ま
せ
ん
。
文
学
こ
そ
人

生
の
真
の
美
し
い
意
志
と
感
激
と
を
、
表
裏
錯
綜
し
た
現
実
の
中
か
ら
仮
名
の
人
物
に
托
し
て
拾
ひ
あ
げ

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
国
語
教
科
書
ば
か
り
で
な
く
、
か
う
い
ふ
現
代
教
育
に
対
す
る
忌
憚
な
い
批
判
は
、
皆
さ
ん
の
同
感
を

得
が
た
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
は
単
な
る
不
満
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
皆
さ
ん
の
手
加
減
が
如
何
に
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働
く
か
に
よ
つ
て
寧
ろ
教
科
書
編
纂
者
の
善
良
な
意
図
が
あ
や
ま
ち
な
く
達
せ
ら
れ
る
の
だ
ら
う
と
思
ひ

ま
す
。
そ
こ
で
私
は
、
先
生
方
の
教
育
者
並
び
に
人
間
と
し
て
の
確
乎
た
る
良
心
に
信
頼
す
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。

　
　
昭
和
十
四
年
六
月
、
東
京
文
理
科
大
学
内
に
開
催
さ
れ
た
全
国
小
学
校
教
員
国
語
協
議
会
の
需
め
に

　
　
応
じ
て
行
つ
た
講
演
の
速
記
で
あ
る
。
同
年
七
月
、
こ
の
速
記
は
、
「
教
育
研
究
」
に
掲
載
さ
れ
、

　
　
な
ほ
「
革
新
」
誌
上
に
も
転
載
を
許
し
た
。
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