
こ
と
ば
を
見
つ
め
さ
せ
る
国
語
教
育

ー
　
「
士
左
日
記
」
の
解
釈
を
と
お
し
て
-
・

l

.
:
(
.
L
I
L
L
I

野
地
拙
家
先
生
は
、
「
国
語
教
育
と
思
考
力
」
と
い
う
ど
論
文
の
中
で
、
「
個

々
の
言
語
主
体
に
,
自
主
的
自
律
的
に
、
思
慮
深
い
こ
と
ば
の
活
動
を
習
得
し

て
い
く
よ
う
抑
持
す
る
こ
と
は
、
国
語
科
の
基
本
目
標
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
言
語
主
体
に
'
そ
の
学
習
者
に
応
じ
て
の
独
創
性
を
期
待
す
る
こ
と
は
'

国
語
科
の
究
極
目
標
で
あ
る
。
国
語
愛
を
持
し
、
こ
と
ば
を
だ
い
じ
に
す
る
国
民

こ
そ
独
創
性
に
生
き
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
の
べ
て
い
ら
れ
る
。
患
た
'
藤
原
与

3
t
C

一
先
生
は
,
『
国
語
教
育
の
技
術
と
精
神
』
の
中
で
、
理
と
情
と
の
一
元
化
教

育
思
想
の
下
に
,
「
論
理
的
思
考
の
国
語
教
育
は
'
い
つ
も
生
活
の
地
盤
の
中

で
,
あ
た
た
か
く
進
め
ら
れ
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て

い
く
教
育
は
'
愛
惜
の
国
語
教
育
で
あ
る
。
」
そ
し
て
'
「
考
え
さ
せ
る
)
こ

と
ば
で
考
え
さ
せ
る
)
(
孝
見
さ
せ
て
'
こ
と
ば
に
さ
せ
る
国
語
指
導
は
'
き
わ

ま
る
と
こ
ろ
、
こ
と
ば
を
見
つ
め
さ
せ
る
国
語
指
導
に
な
っ
て
よ
い
わ
け
で
あ

ろ
・
0
-
1
こ
と
ば
を
見
つ
め
る
こ
と
の
で
き
る
人
間
が
、
思
考
力
の
あ
る
人
問
で

あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
ら
れ
る
。

江
　
　
端
　
　
義
　
　
夫

私
は
、
両
お
説
を
虚
心
に
拝
受
す
る
。
そ
し
て
、
私
の
力
量
で
そ
れ
ら
を
深

-
理
解
し
た
上
で
、
こ
と
ば
を
だ
い
じ
に
し
、
か
つ
広
い
視
野
で
こ
と
ば
を
見

つ
め
さ
せ
る
国
語
教
育
を
'
将
来
に
向
け
て
開
拓
し
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
る
。

!
蝣
!
　
-
I
　
講
座
『
子
ど
も
の
思
考
構
造
』
t
o
　
　
　
　
明
治
図
容

※
　
c
-
q
 
t
o
・
2
・
t
-
新
光
別
訂
店

二

私
は
教
室
で
「
土
左
日
記
」
を
短
期
大
学
の
学
生
と
共
に
'
講
読
演
習
の
形

で
勉
強
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
の
実
践
報
告
を
通
し
て
、
国
語
愛
を
持
た
せ
'

深
く
こ
と
ば
を
見
つ
め
さ
せ
う
る
国
語
教
育
の
方
法
の
一
原
理
を
'
私
は
こ
こ

に
帰
納
し
て
み
た
い
と
思
う
。

テ
キ
ス
ト
に
は
'
三
条
西
実
隆
本
の
影
印
本
で
、
松
尾
聴
編
『
校
註
土
佐
日

記
』
を
使
用
し
て
い
る
。
授
業
は
短
期
大
学
の
国
文
科
二
年
生
全
員
1
0
0
人

あ
ま
り
が
同
時
に
勉
強
す
る
と
い
う
特
殊
な
状
況
に
あ
る
。
全
員
が
参
加
で
き

る
よ
う
な
方
法
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
O
講
読
に
し
ろ
横
習
に
し
ろ
、
と
か
-

少
数
の
発
表
者
が
-
ー
ド
し
て
い
-
例
が
多
い
。
そ
の
間
へ
大
多
数
の
学
生
は
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能
動
的
な
立
場
に
あ
る
自
己
を
白
光
し
な
い
場
合
が
多
い
.
そ
の
弊
写
t
)
除
く

た
め
に
、
1
人
の
問
題
提
起
者
(
発
表
担
当
者
)
の
研
究
発
表
を
、
基
本

‥

一

　

‥

　

　

　

　

　

　

　

・

'

-

蝣

蝣

-

*

蝣

　

・

-

.

サ

I

・

　

工

さ
せ
る
こ
と
に
し
た
o
そ
れ
ら
の
カ
ー
ド
は
、
問
題
提
起
者
の
発
表
終
了
後
、
五

-
十
分
間
で
書
か
れ
る
。
そ
れ
ら
の
カ
ー
ド
は
,
数
人
の
発
問
担
当
者
に
ま
わ

さ
れ
て
、
分
類
的
遠
さ
れ
、
そ
こ
で
え
り
ぬ
か
れ
た
い
く
つ
か
の
問
題
に
つ
い

て
の
討
論
が
全
学
生
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。

三

1
時
限
八
十
分
間
で
と
り
お
こ
な
わ
れ
る
「
土
左
日
記
」
の
苅
田
は
,
‡

ン
テ
ン
ス
が
原
則
で
あ
る
。
こ
の
講
読
演
習
形
式
の
授
業
で
は
,
第
7
時
眼
目

を
A
が
担
当
し
た
。

発
表
担
当
者
A
は
、
口
U
頚
部
「
そ
れ
の
と
し
の
し
は
す
の
は
つ
か
あ
ま
り
ひ

と
ひ
の
日
の
い
ぬ
の
と
き
に
か
ど
で
す
。
」
を
対
象
に
'
本
文
・
字
母
・
校

異
・
字
体
・
考
証
・
口
語
訳
・
そ
の
他
の
七
項
目
に
わ
た
っ
て
,
語
学
者
の

意
見
を
紹
介
し
'
自
分
の
見
解
を
述
べ
た
。
そ
の
時
問
の
発
表
担
当
者
の
準
備

勉
強
の
多
寡
'
熱
意
に
よ
っ
て
、
他
の
学
生
の
質
疑
応
答
が
高
ま
る
か
否
か
が

左
右
さ
れ
る
。

ま
ず
、
「
そ
れ
の
と
し
の
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
発
表
担
当
者
は
、
小
西
甚
一

氏
『
土
佐
日
記
評
解
』
'
築
島
裕
氏
『
平
安
時
代
の
班
文
訓
読
語
に
つ
き
て
の

研
究
』
に
お
い
て
、
両
者
が
土
左
日
記
の
文
体
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
ら
れ
る
箇

所
を
引
用
L
t
.
 
「
そ
れ
の
と
し
の
」
は
漢
文
訓
読
語
法
で
あ
る
こ
と
を
紹
介
し

た
。
そ
し
て
、
発
表
担
当
者
は
'
「
そ
れ
」
は
指
示
語
で
は
な
い
と
し
、
「

そ
れ
」
に
「
某
」
の
字
を
あ
て
る
院
化
の
意
味
を
説
明
し
,
「
そ
れ
の
と
し

の
」
の
口
語
訳
を
「
あ
る
年
の
」
と
し
た
。

こ
れ
に
対
す
る
貿
間
や
悲
兄
が
'
全
体
の
l
6
%
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
要
約

す
る
と
次
の
五
つ
の
・
E
j
見
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

〇
m
頭
の
指
示
代
名
詞
「
そ
れ
」
の
指
す
も
の
が
は
っ
き
り
し
な
い
。

O
「
そ
れ
の
と
し
」
と
'
あ
え
て
ぼ
か
し
た
表
現
で
む
き
出
さ
れ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
十
二
月
二
十
1
日
の
午
後
八
時
頃
と
'
門
出
の
日
時
を
詳

述
す
る
作
者
の
意
図
は
な
に
か
.

〇
「
そ
れ
の
と
し
」
を
作
者
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
ゆ
え
と
と
る
か
'
承
平
四

年
を
正
に
指
示
す
る
と
と
る
か
の
解
釈
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
。

O
「
そ
れ
の
と
し
」
を
、
口
語
訳
で
、
な
ぜ
、
「
あ
る
年
」
と
ぼ
か
し
た
い
の

か
。

○
ぼ
か
す
と
い
う
こ
と
と
、
買
之
の
表
現
意
識
と
の
関
係
は
ど
う
か
。

こ
れ
ら
は
'
質
問
者
自
身
の
主
張
を
も
り
こ
ん
だ
彫
り
の
深
い
意
見
に
は
な
り

え
て
い
な
い
O
概
し
て
直
覚
的
な
発
言
が
多
い
o
　
「
そ
れ
の
と
し
」
が
漢
文
訓

読
語
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
'
す
ぐ
に
作
者
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
や
表
現
意
識

を
と
り
ざ
た
す
る
の
は
、
軽
率
す
ぎ
る
畢
言
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
は
根

底
に
お
い
て
常
に
心
が
け
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
は
あ
る
。
ま
た
、

「
土
左
日
記
」
全
休
を
通
し
て
用
例
を
ひ
ろ
い
'
作
者
の
創
作
の
意
識
を
問
う

よ
う
な
質
問
'
意
見
が
出
て
こ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
'
「
語
」

を
語
と
し
て
、
そ
の
場
で
の
み
問
題
と
せ
ず
へ
他
と
の
関
係
広
中
で
見
つ
め
て

い
-
こ
と
を
指
摘
し
'
指
導
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
何
気
な

い
「
そ
れ
の
と
し
」
と
い
う
こ
と
ば
に
'
意
外
に
も
深
い
意
味
と
背
景
が
あ
る

こ
と
に
幣
い
た
諸
学
生
が
'
未
分
化
な
思
い
を
'
「
問
う
」
と
い
う
形
で
表
明

し
た
も
の
だ
と
理
解
し
て
あ
た
た
か
-
認
め
る
こ
と
は
大
切
な
こ
と
だ
ろ
う
。

さ
て
'
文
頭
の
「
そ
れ
の
と
し
の
」
と
関
通
さ
せ
て
考
察
し
て
い
か
な
く
て

は
な
ら
な
い
の
は
'
文
末
の
「
い
ぬ
の
と
き
に
か
ど
で
す
」
で
あ
る
。
発
表
担

当
者
は
以
下
の
資
料
を
あ
げ
て
'
主
と
し
て
平
安
時
代
人
の
旅
立
ち
の
習
俗
に
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つ
い
て
知
ろ
う
と
努
力
し
た
よ
う
で
あ
る
。

○
要
す
る
に
昔
の
市
民
時
刻
で
は
、
季
節
に
よ
り
一
刻
が
変
動
し
た
こ
と
、

従
っ
て
へ
何
の
刻
が
今
の
何
時
と
簡
単
に
き
め
ら
れ
ず
,
そ
の
季
節
の
日

の
出
'
日
の
入
り
と
関
係
づ
け
な
-
て
ほ
な
ら
ぬ
こ
と
の
二
点
に
注
意
す

べ
.
き
で
あ
る
。
さ
て
こ
こ
は
旧
暦
十
二
月
末
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
,
だ
い

た
い
今
の
七
時
す
こ
し
過
ぎ
か
ら
九
時
ご
ろ
ま
で
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
当

時
は
'
人
目
を
さ
け
る
目
的
で
、
夜
間
の
旅
立
ち
や
帰
宅
が
外
い
。
(
小

西
甚
1
氏
『
土
佐
日
記
評
解
』
)

○
午
後
八
時
に
旅
行
の
出
発
を
す
る
の
は
'
不
審
の
よ
う
で
あ
る
が
,
こ
の

層
の
門
出
は
平
安
時
代
に
よ
く
あ
っ
た
形
式
的
な
も
の
で
,
旅
行
を
,
大

吉
の
日
を
以
て
は
じ
め
る
形
式
を
と
と
の
え
る
為
に
大
津
ま
で
行
-
の
だ

か
ら
'
夕
方
で
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
(
中
田
視
夫
氏
『
土
佐
日
記
』
)

○
た
だ
当
時
は
、
旅
立
ち
な
ど
が
こ
の
よ
う
に
夜
に
入
っ
て
行
わ
れ
た
も
の

だ
と
い
う
常
識
を
持
っ
て
居
り
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。
　
(
萩
谷
朴
氏
『

土
佐
日
記
新
釈
』
)

〇
日
あ
し
け
れ
ば
門
出
ば
か
り
法
性
寺
の
へ
に
し
て
暁
よ
り
出
で
た
ち
て
,

午
時
ば
か
り
に
宇
治
の
院
に
い
た
り
つ
-
0
(
『
蛸
蛤
日
記
』
)

〇
十
三
に
な
る
年
の
ぼ
ら
む
と
て
九
月
三
日
門
出
し
て
,
い
ま
た
ち
と
い
ふ

所
に
う
つ
る
。
年
ご
ろ
あ
そ
び
な
れ
つ
る
と
こ
ろ
を
,
あ
ら
は
に
こ
ぼ
ち

散
ら
し
て
'
た
ち
さ
は
ぎ
て
、
日
の
入
り
ざ
は
の
も
い
と
す
ご
く
き
り
わ
た

り
た
る
に
'
・
卓
に
乗
る
と
て
'
う
ち
見
や
り
た
れ
ば
'
(
後
略
)
　
(
『
更

級
日
記
』
)

そ
の
結
輿
発
表
担
当
者
A
は
、
「
士
左
日
記
の
場
合
の
か
刈
膏
が
な
ぜ
戊
の

刻
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
」
と
述
べ

た
o
こ
の
発
表
に
対
し
て
'
他
学
生
は
'
全
体
の
気
付
き
カ
ー
ド
の
内
の
2
0
%

も
の
質
問
・
悲
鬼
を
よ
せ
た
。

○
当
時
の
人
が
人
目
を
さ
け
て
夜
間
の
旅
立
ち
を
し
た
の
は
わ
か
る
が
'
「

い
ぬ
の
と
き
に
」
と
克
明
に
記
し
た
の
は
な
ぜ
か
。

O
「
い
ぬ
の
と
き
に
」
を
口
語
訳
で
「
午
後
八
時
頃
」
と
ぼ
か
し
た
の
は
な

taESk

O
背
の
市
民
時
刻
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
も
の
か
。

O
「
か
ど
で
す
」
と
い
う
の
を
「
旅
に
出
ま
す
」
と
発
表
担
当
者
は
と
っ
て

い
る
が
、
こ
の
場
合
の
「
か
ど
で
す
」
は
、
「
縁
起
の
良
い
日
を
選
ん

で
、
旅
に
出
る
方
角
に
い
っ
た
ん
家
を
離
れ
た
o
」
と
い
う
意
味
を
含
ん

で
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

O
「
い
ぬ
の
と
き
に
か
ど
で
す
」
に
つ
い
て
の
解
釈
は
諸
説
が
あ
っ
て
'
決

定
的
な
説
は
な
い
よ
う
だ
。
し
か
し
、
ど
の
説
も
旅
立
ち
の
時
刻
と
し
て

夜
を
認
め
る
の
は
な
ぜ
か
。
人
目
を
さ
け
る
必
要
が
ど
う
し
て
あ
る
の

か
。

O
「
当
時
は
人
目
を
さ
け
る
目
的
で
夜
間
の
旅
立
ち
や
帰
宅
が
多
い
。
」
　
「

旅
立
ち
な
ど
が
夜
に
入
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
意
識
を
も
っ
て
居

り
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。
」
と
か
注
釈
に
あ
る
。
旅
立
ち
と
い
う
も
の
は
、

余
程
の
事
情
が
な
い
限
り
、
日
中
が
好
都
合
と
思
わ
れ
る
の
に
、
当
時
の

風
習
が
理
解
で
き
な
い
。

こ
れ
ら
は
何
を
f
-
J
,
味
す
る
か
。
即
ち
、
今
日
の
旅
立
ち
の
自
由
さ
に
比
較
す
る

と
、
当
時
の
門
出
の
な
ら
わ
し
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
に
、
深
い
感
心
を
も

っ
学
生
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
私
は
以
上
を
う
け
て
次
の
よ

う
な
悲
見
を
の
べ
た
。

○
な
ぜ
年
は
「
そ
の
と
し
」
と
ぼ
か
し
な
が
ら
、
日
時
ま
で
は
っ
き
り
と
書

い
た
か
。
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承
平
四
年
の
出
立
と
わ
か
っ
て
い
て
も
、
作
者
は
そ
れ
を
明
示
せ
ず
に

お
い
て
'
「
い
ぬ
の
と
き
に
か
ど
で
す
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
「
い
ぬ
の

と
き
に
」
の
「
に
」
で
は
っ
き
り
時
間
を
指
定
し
て
い
る
。

冒
頭
で
あ
る
か
ら
、
作
者
は
心
を
こ
め
て
書
く
は
ず
で
あ
る
o
も
の
を

苔
-
と
き
、
冒
頭
は
ど
む
つ
か
し
い
も
の
は
な
い
し
'
冒
頭
で
大
体
そ
の

作
品
の
価
佃
が
決
ま
る
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
.
だ
か
ら
'
貰
之
は
ど

の
人
が
い
た
づ
ら
に
書
い
た
は
ず
が
な
い
。

小
l
B
l
甚
1
氏
が
『
土
佐
日
記
評
釈
』
で
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
や

は
り
へ
安
全
な
日
中
の
旅
立
ち
を
せ
ず
に
'
わ
ざ
わ
ざ
し
わ
す
の
い
ぬ
の

刻
と
い
う
暗
い
夜
に
、
,
旅
立
ち
を
選
ん
だ
の
は
t
や
ま
し
き
こ
と
か
'
人

目
を
さ
け
る
べ
き
班
由
な
ど
が
あ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
不
満
を
も

ち
つ
つ
'
い
ぬ
の
刻
に
、
と
も
か
-
出
立
し
た
の
だ
と
'
け
じ
め
を
つ
け

る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
0

し
だ
い
に
意
味
が
強
め
ら
れ
高
め
ら
れ
て
い
-
貿
之
の
文
の
表
現
の
特
徴
を
と

ら
え
て
,
こ
の
よ
う
な
考
え
を
述
べ
た
。
い
ま
や
へ
内
面
心
情
の
う
ね
り
が
累

加
さ
れ
へ
頂
点
に
達
す
る
と
こ
ろ
の
「
か
ど
で
す
」
を
t
だ
い
じ
に
み
つ
め
て

み
な
く
て
は
な
ら
な
い
段
階
に
来
た
。
そ
こ
で
,
私
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
'

学
生
に
意
見
を
聞
い
て
み
た
。

o
「
か
と
て
す
」
は
「
門
山
す
」
か
。

「
門
出
」
は
一
点
を
離
れ
る
こ
と
を
亭
っ
よ
う
で
あ
る
が
、
「
首
途
」

は
1
点
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
問
題
で
な
-
、
「
旅
の
空
に
向
い
て
」
と
い

う
内
面
的
で
線
条
的
な
方
向
を
態
味
す
る
と
窄
冬
り
れ
る
.
托
文
の
素
養

に
た
け
た
貫
之
は
,
「
字
頚
抄
」
に
あ
が
っ
て
い
る
よ
う
な
「
首
途
」
の
字

を
朗
に
浮
か
べ
て
'
「
カ
ド
デ
ス
」
と
表
現
し
た
と
考
え
て
い
い
。

四

二
時
眼
目
は
発
表
担
当
者
B
が
、
A
と
同
じ
要
領
で
'
「
そ
の
よ
し
い
さ
さ

か
に
も
の
に
か
き
つ
く
。
」
と
い
う
一
文
に
つ
い
て
研
究
発
表
を
行
な
っ
た
。

最
も
深
く
H
之
の
心
に
触
れ
る
こ
と
ば
の
解
釈
を
す
る
た
め
に
、
全
山
が
努
力

し
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
発
表
担
当
者
B
は
'
自
分
の
能
力
の
限
り
を
つ
く
し

て
研
究
資
料
を
さ
が
し
,
深
-
考
察
し
て
・
必
ず
自
分
の
恵
姓
を
言
う
よ
う
に
'

K
l
叩
前
に
'
-
^
R
さ
;
,
て
い
た
。

「
そ
の
よ
し
」
に
つ
い
て
の
発
表
担
当
者
の
発
表
プ
-
ン
ト
は
次
の
よ
う
で
あ

乱Rfi

胆
B
S
a
i
担

○
そ
の
よ
し
〔
包
T
Q
よ
~
U
〕

代
名
詞
「
そ
」
は
何
空
思
昧
す
る
か
。
-
　
口
語
訳
と
し
て
1

川
上
文
の
「
円
山
」
を
受
け
て
い
る
。

帥
土
佐
か
ら
京
ま
で
の
帰
路
の
旅
行
　
(
中
田
祝
夫
氏
『
土
佐
日
記
』
)

;
旅
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
萩
谷
朴
氏
)

3
:
「
そ
」
・
・
・
指
示
代
名
詞
　
　
　
　
(
中
島
悦
次
氏
・
野
中
春
水
氏
)

こ
の
B
の
発
表
に
対
し
て
、
他
の
学
生
は
、
質
問
と
い
う
よ
り
は
'
自
分
の
見

解
を
カ
ー
ド
に
1
5
い
て
提
山
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
。

o
「
そ
」
は
代
名
詞
で
あ
り
'
的
の
よ
う
に
「
門
出
」
を
受
け
て
い
る
の
は

も
っ
と
も
だ
と
も
思
う
が
,
冒
頭
で
「
を
と
こ
も
す
な
る
・
-
・
・
女
も
し
て

み
む
・
・
・
-
」
と
日
記
を
望
ろ
づ
け
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
へ
こ
の
・

場
合
は
,
「
門
出
を
含
む
旅
中
の
様
子
全
部
」
を
さ
し
て
い
る
と
思
う
。

○
あ
る
人
の
身
近
な
女
性
が
筆
を
と
っ
た
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、

「
そ
」
は
直
接
に
は
「
門
出
」
を
さ
す
が
、
「
あ
る
人
の
円
山
か
ら
京
ま
で
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の
旅
中
の
次
第
」
を
'
作
者
が
ぼ
か
し
て
表
現
し
た
と
見
ら
れ
な
い
だ
ろ

う
か
。

○
こ
こ
は
序
文
で
あ
る
の
で
、
「
そ
」
は
「
門
出
」
を
指
さ
ず
、
「
土
左
か

ら
京
ま
で
の
旅
の
様
子
」
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
れ
ら
は
「
そ
」
に
注
目
し
つ
つ
も
、
「
-
の
よ
し
」
に
ひ
き
よ
せ
ら
れ
す
ぎ

た
解
釈
・
意
見
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
す
る
反
論
が
当
然
見
ら
れ
た
。

O
「
そ
の
よ
し
」
の
「
そ
」
は
近
称
な
の
で
、
「
土
左
か
ら
京
ま
で
の
旅

行
」
と
見
る
の
は
お
か
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
前
文
に
「
門
出
」
と
は
書
か

れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
も
前
文
と
か
け
は
な
れ
て
い
る
と

恩saj

ま
た
、
「
そ
の
よ
し
」
の
「
の
」
の
用
法
に
つ
い
て
、
「
そ
の
よ
し
」
に
ふ
れ

た
も
の
に
、

O
「
そ
の
よ
し
」
の
「
よ
し
」
に
つ
い
て
。
名
詞
と
し
て
単
に
「
事
情
・
次

第
」
と
訳
す
だ
け
で
は
も
の
た
り
な
い
感
じ
が
す
る
O
訳
と
し
て
は
'
こ

れ
以
上
の
こ
と
ば
は
無
理
か
も
し
れ
な
い
が
O

が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
'
い
か
に
も
表
層
的
な
・
u
兄
で
も
あ
る
。
私
ど
も
は
、

「
そ
の
よ
し
」
の
内
部
心
脳
　
(
生
命
)
　
に
ふ
れ
て
考
え
て
み
な
-
て
は
な
ら
な

い
。
微
妙
な
包
括
性
を
も
つ
も
の
が
、
形
式
名
詞
の
た
ぐ
い
で
は
な
か
ろ
う

か
。
そ
れ
が
見
逃
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
'
私
は
「
そ
の
よ
し
」
の
内
部
生
命
を
、
次
の
よ
う
に
考
察
し
て
み

た
。
「
も
の
」
と
「
こ
と
」
と
の
止
揚
統
一
さ
れ
た
も
の
が
「
よ
し
」
で
あ
る
。

「
も
の
」
は
静
態
で
あ
り
t
 
R
で
と
ら
え
ら
れ
る
具
体
物
で
あ
る
が
、
物
と
し

て
と
ら
え
ら
れ
た
時
'
そ
れ
は
抽
象
的
な
実
体
と
し
て
認
識
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
へ
　
「
も
の
」
は
形
象
と
も
言
い
か
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
'
「
こ

と
」
に
は
動
き
が
あ
る
O
た
だ
に
現
象
の
み
で
な
く
'
現
象
的
礎
盤
と
し
て
柁
瀕

さ
れ
る
。
様
態
は
目
に
見
え
る
。
そ
し
て
、
や
は
り
外
在
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
'
「
よ
し
」
は
、
そ
れ
ら
を
こ
え
て
、
そ
れ
ら
の
要
素
を
包
み
こ
ん
だ

現
象
で
あ
る
。
「
よ
し
」
は
ふ
く
よ
か
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。
い

や
'
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
共
に
動
い
て
い
る
こ
と
そ
の
こ
と
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
考
え
に
立
つ
と
'
「
そ
」
は
門
出
を
さ
す
が
'
「
そ
の
よ
し
」

と
な
っ
た
時
'
こ
れ
は
門
出
で
な
く
P
r
あ
る
方
向
を
も
っ
た
事
情
」
で
あ
る
o
門

出
と
い
う
弔
態
だ
け
で
な
く
'
そ
の
旅
立
ち
へ
の
動
き
を
含
ん
だ
生
き
方
(
流

れ
)
を
内
包
す
る
。
即
ち
、
こ
れ
は
弁
証
法
的
に
合
一
さ
れ
た
も
の
と
見
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
深
め
る
と
き
、
先
に
、
「
か
ど
で
す
」
を

「
内
面
的
で
舘
条
的
な
方
向
を
r
,
3
味
す
る
」
と
理
解
し
た
こ
と
が
生
き
て
く
る

の
で
あ
る
。
「
よ
し
」
が
流
動
し
て
い
-
内
面
現
象
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

六

さ
て
、
土
左
日
記
演
習
で
と
り
あ
げ
た
諸
問
題
を
見
通
す
と
、
日
本
語
の
性

格
に
つ
い
て
の
次
の
二
つ
の
事
実
な
い
し
理
法
の
韮
大
さ
が
再
認
識
さ
れ
る
.

そ
の
一
は
、
藤
原
与
一
先
生
が
'
『
日
本
語
方
言
文
法
の
世
界
』
で
述
べ
て

お
ら
れ
る
″
口
本
譜
表
現
法
の
文
末
決
定
性
″
と
い
う
こ
と
で
あ
る
O
　
「
日
本

語
表
現
法
で
は
、
表
現
内
容
が
'
文
の
初
め
の
方
で
は
決
定
さ
れ
ず
、
文
叙
述

の
進
行
に
つ
れ
て
し
だ
い
に
決
定
さ
れ
て
い
-
。
し
た
が
っ
て
、
語
は
'
そ
の

決
定
の
方
向
を
た
ど
る
順
序
に
採
川
さ
れ
、
殺
後
に
表
現
決
定
素
が
-
る
O
」

(
『
日
本
語
方
言
文
法
の
世
界
』
<
r
>
・
5
;
・
r
-
塙
重
野
6
3
ペ
ー
ジ
)

こ
の
班
法
を
土
左
日
記
の
解
釈
に
考
え
あ
わ
せ
る
と
'
「
そ
れ
の
年
の
十
二

月
の
二
十
あ
ま
り
一
口
の
目
の
戊
の
刻
に
首
途
す
。
(
著
者
翻
字
本
文
)
」
の

文
の
意
味
の
重
さ
の
頂
点
は
、
「
首
途
す
」
に
あ
る
.
.
そ
の
次
に
重
い
の
が
「

戊
の
刻
に
」
で
あ
る
o
そ
の
次
が
十
二
月
の
二
十
あ
ま
り
1
日
の
日
の
」
　
で
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あ
る
。
そ
し
て
'
も
っ
と
も
軽
い
意
味
で
、
発
語
的
と
で
も
と
れ
る
感
じ
で
「

そ
れ
の
年
の
」
が
と
ら
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
従
っ
て
、
口

語
訳
は
、
「
あ
る
年
の
」
と
い
う
よ
う
に
、
さ
ら
り
と
言
い
は
じ
め
て
'
「
首

途
す
」
に
力
点
を
お
く
よ
う
に
す
る
の
が
よ
い
。

「
そ
の
よ
し
い
さ
さ
か
に
も
の
に
雷
き
つ
く
」
の
場
合
も
、
「
讃
き
つ
く
」

と
い
う
肢
粛
な
意
志
的
な
こ
こ
ろ
み
の
表
現
の
前
に
は
、
前
接
の
「
も
の
」
は

紙
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
'
し
い
て
「
紙
」
と
口
語
訳

し
な
く
て
も
「
も
の
」
で
よ
い
o
そ
し
て
'
何
を
容
き
つ
け
る
の
か
と
言
え
ば

「
そ
の
よ
し
」
な
の
で
あ
る
。
「
そ
の
よ
し
」
は
'
「
そ
の
」
が
「
よ
し
」
に

と
か
し
こ
め
ら
れ
て
お
り
'
前
述
の
よ
ケ
な
深
み
と
高
さ
の
あ
る
こ
と
ば
で
あ

る
。
そ
れ
を
「
い
さ
さ
か
に
」
と
い
う
こ
と
ば
で
'
緊
張
を
ほ
ぐ
そ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
へ
　
「
古
き
つ
-
」
で
そ
の
気
持
ち
を
う
け
と
め
て
い

る
。
か
く
て
'
意
味
が
文
末
に
収
約
さ
れ
、
た
た
み
こ
ま
れ
て
い
く
。

こ
の
よ
う
な
文
末
決
定
性
を
'
私
ど
も
は
日
常
の
方
言
生
活
で
よ
く
経
験
す

る
。
た
と
え
ば
、

-
・
÷
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
-
J
・
=
・
i
'
　
L
-
-
-
・
i
:
.

ワ
イ
ヤ
。

現
性
決
定
紫
と
見
ら
れ
る
。
)

○
イ
ロ
イ
ロ
　
可
-
　
イ
ー
カ
タ
ガ
　
ア
リ
.
F
サ
-
　
到
り
.

(

.

;

蝣

.

蝣

:

.

.

蝣

蝣

蝣

・

'

蝣

蝣

蝣

蝣

蝣

蝣

　

:

i

(
悲
-
,
v
-
.
巾
z
r
.
)
a
m
絶
》

こ
の
の
ん
び
り
し
た
文
表
現
の
表
情
を
仕
立
て
て
い
る
の
は
'
後
あ
が
り
の
文

ア
ク
セ
ン
ト
で
あ
る
。
そ
し
て
へ
　
の
ん
び
り
文
ア
ク
セ
ン
ト
の
頂
点
は
'
「
ア
-

刊
サ
ー
」
の
「
マ
」
の
高
音
に
あ
る
。
伝
達
し
た
い
実
質
の
内
容
は
、
文
末
詞
直

前
で
終
わ
る
。
文
末
詞
「
刃
-
」
は
親
愛
の
表
現
性
を
か
も
し
だ
す
役
目
と
し

て
の
表
現
性
決
定
素
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
全
体
を
と
と
の
え
る
と
い
う
役
割
が

大
き
い
で
あ
ろ
う
0
も
う
1
つ
の
実
例
を
あ
げ
る
O

o
ウ
チ
u
+
-
刺
-
ヤ
ー
シ
マ
叫
叫
ン
。

(
家
に
は
い
ま
せ
ん
。
)

(
中
女
1
符
女
)

《
併
後
日
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(
あ
ま
り
雨
が
よ
く
降
っ
た
で
す
か
ら
ね
。

稲
の
実
入
り
が
悪
い
で
す
よ
。

(
中
男
1
巾
男
)
舞
備
後
D

稲
の
実
入
り
の
悪
さ
が
述
定
さ
れ
、
そ
し
て
、
ワ
イ
ヤ
文
末
詞
に
よ
っ
て
へ
主

体
者
が
強
く
表
面
に
出
て
-
る
0
抗
曲
さ
を
晶
の
よ
さ
と
見
れ
ば
、
右
の
例

は
'
自
然
、
品
格
の
低
い
文
章
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ワ
イ
ヤ
が
表
現
性
決
定

紫
で
あ
る
。
(
こ
の
場
合
、
表
現
決
定
素
を
よ
り
細
か
く
見
て
、
ワ
イ
ヤ
は
表

「
利
-
ヤ
ー
　
シ
マ
叫
J
~
ン
」
に
お
い
て
'
格
助
詞
「
は
」
に
よ
っ
て
と
り
た

て
て
、
そ
し
て
「
シ
マ
シ
ェ
ン
」
と
打
消
す
と
い
う
断
定
的
な
表
現
は
、
相
手

に
つ
よ
-
訴
え
か
け
ら
れ
る
。
も
は
や
文
末
詞
も
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
。

打
消
の
助
動
詞
「
ン
」
に
よ
っ
て
'
強
く
う
ち
出
さ
れ
、
「
シ
ェ
」
と
い
う
特

色
音
節
が
さ
ら
に
相
手
の
耳
を
う
つ
の
で
あ
る
。

以
上
を
統
括
す
る
と
、
す
べ
て
話
し
こ
と
ば
も
書
き
こ
と
ば
も
、
こ
と
ば
を

見
つ
め
る
主
眼
点
は
文
の
末
部
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
教
育
の
現
場
に

あ
っ
て
は
'
こ
の
原
理
を
前
面
に
お
し
出
し
て
教
育
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し

て
'
意
味
の
決
定
は
、
文
初
で
行
な
わ
れ
ず
、
あ
と
へ
あ
と
へ
と
重
ね
か
け
ら

れ
て
い
き
'
文
の
末
郎
は
最
も
重
い
意
味
に
な
る
と
い
う
日
本
語
の
修
飾
-
被

修
飾
の
原
理
の
応
用
が
、
解
釈
上
、
と
く
に
重
要
で
あ
る
と
思
う
。



七

次
に
、
古
典
解
釈
上
重
要
な
も
う
一
つ
の
理
法
に
つ
い
て
述
べ
る
。
文
の
展

開
を
通
文
空
間
の
展
開
と
し
て
見
て
い
-
こ
と
が
'
こ
と
ば
を
見
つ
め
る
上
で

の
大
事
な
眼
目
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

「
こ
と
ば
を
み
つ
め
る
」
と
い
う
作
業
を
、
も
っ
ぱ
ら
'
分
析
の
極
地
の
世

界
で
実
践
し
て
き
た
が
.
話
し
こ
と
ば
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
古
き
こ
と
ば
に

お
い
て
も
'
心
の
表
現
は
'
文
を
単
位
と
し
'
達
文
の
形
を
と
っ
て
展
開
さ
れ

て
い
く
も
の
で
あ
る
。
完
結
性
を
も
っ
た
文
自
体
に
も
、
意
味
に
軽
重
の
差
が

あ
る
.
ゆ
え
に
'
単
位
文
相
互
の
関
係
を
'
通
文
空
間
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と

は
容
易
で
は
な
い
が
、
こ
の
方
向
で
の
研
究
と
、
教
育
現
場
へ
の
通
用
が
、
も

っ
と
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

土
左
日
記
冒
頭
の
四
セ
ン
テ
ン
ス
の
相
関
性
を
図
示
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に

廼
s
a
s
i

^
H
^
^
Q

.(.ふ・:.

目
口

S
i

を
と
こ
も
す
な
る
日
記
と
い
ふ
も
の
を
、
を
む
な
も
し
て
み
ん
と

て
す
る
な
り
。

そ
れ
の
と
し
の
し
は
す
の
は
つ
か
あ
ま
り
ひ
と
ひ
の
日
の
い
ぬ
の

と
き
に
、
か
ど
で
す
。

そ
の
よ
し
い
さ
さ
か
に
も
の
に
か
き
つ
く
。

あ
る
ひ
と
、
あ
が
た
の
よ
と
せ
い
つ
と
せ
は
て
て
、
れ
い
の
こ
と

ど
も
み
な
し
を
へ
て
'
げ
ゆ
な
ど
と
り
て
、
す
む
た
ち
よ
り
い
で

て
、
ふ
ね
に
の
る
べ
き
と
こ
ろ
へ
わ
た
る
。

第
一
セ
ン
テ
ン
ス
め
の
「
を
と
こ
も
す
な
る
日
記
と
い
う
も
の
を
、
を
む
な

も
し
て
み
ん
と
て
す
る
な
り
。
」
の
意
味
の
世
界
は
、
四
方
八
‥
方
‥
へ
、
つ
ね

に
'
太
陽
の
ど
と
く
光
を
放
ち
'
い
わ
ば
転
封
熟
を
放
っ
て
い
る
o
ゆ
え
に
、

第
二
セ
ン
テ
ン
ス
と
の
逗
接
の
関
係
を
〟
毎
射
相
″
と
よ
ぶ
こ
と
が
ゆ
る
さ
れ

よ
う
。
第
二
セ
ン
テ
ン
ス
と
の
関
係
は
'
「
か
ど
で
す
」
を
「
そ
の
」
で
受
け

と
め
て
い
る
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
を
〟
受
結
相
″
と
呼
ぶ
。
第
三
セ
ン
テ
ン
ス

と
の
関
係
は
'
そ
の
結
び
つ
き
よ
り
も
、
へ
だ
た
り
の
方
が
強
い
。
第
四
セ
ン

テ
ン
ス
は
、
す
ぐ
上
の
第
三
セ
ン
テ
ン
ス
と
の
結
び
つ
き
よ
り
も
、
第
二
セ
ン

テ
ン
ス
と
の
結
び
つ
き
の
方
が
強
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
″
飛
び
越
え
相
″
と

呼
ぶ
。
教
師
自
身
は
'
通
関
相
に
一
つ
の
体
系
を
も
っ
て
い
て
'
学
生
に
こ
と

ば
を
見
つ
め
さ
せ
る
教
育
の
た
め
に
'
達
文
相
の
さ
ま
ざ
ま
の
術
語
を
創
造
さ

せ
て
、
楽
し
み
を
兄
い
だ
さ
せ
て
い
け
ば
よ
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
文
展
閑
の

論
理
を
識
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

拙
い
T
つ
の
実
践
を
通
し
て
で
は
あ
る
が
、
こ
と
ば
を
見
つ
め
さ
せ
る
国
語

教
育
の
方
法
の
原
理
を
'
私
は
以
上
二
つ
帰
納
し
え
た
。
そ
し
て
、
私
は
'
そ

れ
が
こ
と
ば
を
見
つ
め
さ
せ
る
国
語
教
育
の
方
法
の
前
面
に
打
ち
出
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
い
。
こ
う
し
て
'
文
末
に
む
け
て
三
相
丁
語
を
克

明
に
見
つ
め
さ
せ
'
文
表
現
を
文
末
で
収
約
的
に
み
つ
め
さ
せ
、
更
に
、
文
表

現
の
脈
絡
を
み
つ
め
さ
せ
て
い
く
と
き
'
私
ど
も
は
'
古
典
の
「
土
左
日
記
」

を
素
材
に
し
て
も
、
現
代
語
を
素
材
に
し
て
も
、
同
様
に
、
こ
と
ば
を
見
つ
め

さ
せ
う
る
国
語
教
育
の
本
筋
に
立
っ
て
進
ん
で
い
け
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

(
一
九
七
二
・
十
・
二
ニ
)

53

本
稿
は
、
昭
和
四
十
七
年
八
月
九
日
、
第
十
三
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語



教
育
学
会
に
お
い
て
、
研
究
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
拙
稿
を
、
論
文
の
形
に

改
め
た
も
の
で
蝣
w
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を
た
ま
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筆
訂
正
し
ま
し
た
。
こ
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に
記
し
て
感
謝
申
し
あ
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す
O
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当
時
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