
「
古
　
典
」
　
を
　
読
　
む

-
　
「
枕
　
草
　
子
」
　
の
　
場
　
合

は
じ
め
に

教
室
で
読
ん
で
き
た
古
典
教
材
の
中
で
、
く
り
返
し
に
耐
え
、
新
し
い
感
動

を
再
生
し
得
る
古
典
教
材
は
'
「
万
葉
集
」
　
「
伊
勢
物
語
」
　
「
平
家
物
語
」
　
「

徒
然
草
」
　
「
芭
蕉
」
'
そ
れ
に
「
源
氏
物
語
」
と
考
え
て
き
た
。
今
年
度
'
三

年
の
文
系
ク
ラ
ス
で
'
「
枕
草
子
」
を
続
け
て
読
む
械
会
が
あ
り
、
ほ
と
ん
ど

初
め
て
こ
の
作
品
の
価
値
に
ぶ
つ
か
っ
た
思
い
が
す
る
。

l
　
教
材
と
し
て
の
「
枕
草
子
」

生
徒
た
ち
の
こ
の
作
品
に
つ
い
て
の
既
習
範
囲
は
'
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
　
「

あ
て
な
る
も
の
」
　
「
虫
は
」
　
「
あ
り
が
た
き
も
の
」
　
「
間
白
殿
'
塁
戸
よ
り
」

「
五
月
ば
か
り
へ
　
月
も
な
う
」
　
「
五
月
ば
か
り
な
ど
に
山
里
に
あ
り
-
」
　
「
よ

ろ
づ
の
こ
と
よ
り
も
情
け
あ
る
こ
そ
」
　
「
雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
」
で
あ

る
o今

度
教
材
と
し
て
用
意
し
た
の
は
'
次
の
段
で
あ
る
。
「
す
さ
ま
じ
き
も
の
」

「
に
く
き
も
の
」
　
「
中
納
言
ま
ゐ
り
給
ひ
て
」
　
「
二
月
つ
ご
も
り
頃
に
」
　
「
雪

の
い
と
高
う
は
あ
ら
で
」
　
「
宮
に
は
じ
め
て
ま
ゐ
り
た
る
頃
」
　
「
ふ
と
心
劣
り

と
か
す
る
も
の
は
」
　
「
文
こ
と
ば
な
め
き
人
こ
そ
」
　
「
世
の
中
に
な
ほ
い
と
心

憂
き
も
の
は
」
　
「
う
れ
し
き
も
の
」
　
「
御
前
に
て
'
人
々
と
も
」
　
「
こ
の
草

大
　
　
崎
　
　
康
　
　
子

子
'
目
に
見
え
心
に
思
ふ
こ
と
を
」
以
上
十
二
段
を
、
古
典
-
の
教
材
と
な
っ

て
い
る
も
の
、
入
試
問
題
と
し
て
頻
度
の
高
い
も
の
の
中
か
ら
選
ん
だ
。

〓
　
「
枕
草
子
」
の
お
も
し
ろ
さ

人
間
の
雷
と
し
て
の
「
源
氏
物
語
」
に
対
し
て
'
紋
細
な
感
受
性
が
と
ら
え

た
ク
感
覚
美
の
世
界
〃
と
い
う
認
識
だ
け
で
は
'
「
枕
草
子
」
の
読
み
は
深
ま

ら
な
い
。
刻
々
と
変
化
す
る
雲
の
色
ど
り
ゃ
へ
事
の
動
き
に
よ
っ
て
立
ち
の
ぼ

る
よ
も
ぎ
の
香
り
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
美
の
世
界
へ
誘
わ
れ
る
。
け
れ
ど
、
そ

れ
だ
け
で
は
物
足
り
な
い
。
久
し
い
間
、
こ
の
作
品
は
'
私
の
中
で
位
鑑
を
占

め
な
か
っ
た
0

人
試
問
題
と
し
て
の
頻
出
度
が
高
い
故
に
、
さ
ほ
ど
お
も
し
ろ
く
も
な
い
の

に
読
み
統
け
る
と
い
う
の
は
、
不
幸
で
あ
る
。
古
文
の
授
業
は
、
暗
記
科
目
に

堕
し
、
文
法
は
言
い
か
え
の
た
め
の
知
識
に
す
ぎ
ず
'
「
読
む
こ
と
」
の
楽
し

み
か
ら
は
遠
ざ
か
る
。
「
枕
草
子
」
の
全
体
を
読
み
通
し
て
み
ょ
う
。
そ
し
て

何
故
、
清
少
納
言
は
こ
の
作
品
を
書
い
た
の
か
を
さ
ぐ
っ
て
み
ょ
う
。
「
表
現

さ
れ
た
も
の
の
内
実
に
触
れ
る
た
め
に
は
'
動
機
を
つ
か
む
こ
と
だ
」
と
思
い

つ
い
て
'
萩
谷
朴
氏
の
「
枕
草
子
」
を
通
読
し
た
。

思
い
切
っ
た
改
行
に
よ
る
読
み
の
視
覚
化
も
新
鮮
で
、
「
こ
の
作
品
全
体
を

構
築
し
て
い
る
大
主
題
は
自
由
な
連
想
作
用
で
あ
る
。
」
と
す
る
萩
谷
氏
の
解
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釈
に
導
か
れ
て
'
作
者
の
心
の
動
き
を
追
っ
て
み
る
と
'
思
い
が
け
な
い
発
見

が
あ
る
。

「
後
朝
の
別
れ
の
情
」
を
措
い
て
高
名
な
'
「
七
月
ば
か
り
へ
　
い
み
じ
う
老

け
れ
ば
」
の
段
な
ど
は
'
色
彩
は
艶
や
か
に
、
感
覚
は
鮮
や
か
で
'
視
点
は
外

に
あ
り
な
が
ら
'
人
物
の
微
妙
な
心
理
の
動
き
を
う
か
が
わ
せ
'
あ
る
情
趣
を

7
つ
の
情
景
と
し
て
描
き
出
す
力
の
み
ご
と
さ
を
感
じ
さ
せ
る
O
自
然
描
写
の

鋭
さ
を
言
う
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
こ
の
作
品
の
中
で
、
人
間
に
つ
い
て
の
洞
察

の
深
さ
を
随
所
に
兄
い
だ
す
こ
と
が
で
き
た
O
・
・
と
り
わ
け
へ
教
材
化
さ
れ
に
く

い
恋
の
場
面
と
か
、
後
朝
の
情
趣
に
つ
い
て
の
描
写
の
多
さ
に
驚
か
さ
れ
た
。

男
女
の
交
際
が
き
わ
め
て
開
放
的
で
あ
っ
た
'
当
時
の
貴
族
社
会
の
当
然
の
反

映
で
あ
ろ
う
L
t
　
多
感
で
あ
っ
た
ろ
う
清
少
納
言
に
と
っ
て
は
、
当
然
の
間
心

事
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
示
さ
れ
た
女
か
ら
男
へ
の
'
さ
ら
に
は

人
間
そ
の
も
の
へ
の
洞
察
を
'
生
徒
に
紹
介
し
よ
う
と
考
え
た
O

萩
谷
氏
は
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
「
枕
草
子
上
」
の
解
説
の
中
で
、
作
品
執

筆
の
動
機
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
「
む
し
ろ
'
長
徳
二
年
の
秋
、

中
宮
方
の
誰
彼
か
ら
左
大
臣
道
長
方
に
内
通
し
て
い
る
と
の
疑
惑
の
日
を
向
け

ら
れ
る
こ
と
に
耐
え
き
れ
な
く
な
っ
て
、
長
期
の
里
居
を
続
け
た
時
、
そ
の
よ

う
な
苛
立
た
し
さ
や
虚
し
さ
を
逃
れ
て
'
精
神
の
安
定
を
求
め
る
た
め
に
'
心

に
浮
ぶ
ま
ま
の
こ
と
を
書
き
と
め
て
、
気
を
紛
ら
わ
せ
た
と
考
え
る
方
が
'
よ

り
貫
実
性
に
富
む
　
　
　
つ
ま
り
'
「
枕
草
子
」
は
熱
心
な
愛
読
者
の
期
待
に

応
え
て
'
主
知
的
な
類
想
か
ら
主
情
的
な
随
想
へ
、
さ
ら
に
興
味
本
位
の
回
想

的
章
段
へ
と
、
逐
次
内
容
を
拡
充
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
'

最
終
的
に
は
、
皇
后
定
子
の
哀
愁
に
満
ち
た
晩
年
と
'
傷
ま
し
い
崩
御
を
眼
の

あ
た
り
に
し
、
そ
の
ご
生
涯
を
追
慕
す
る
と
と
も
に
、
三
人
の
遺
児
た
ち
の
将

来
を
思
い
や
っ
て
'
皇
后
の
ご
遺
徳
を
讃
仰
す
る
敬
愛
の
精
神
に
貫
か
れ
た
回

想
段
を
前
面
に
押
し
出
し
て
-
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
」
1
こ
れ

も
ま
た
ひ
と
つ
の
仮
説
な
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
、
書
こ
う
と
し
た
清
少
納
言
の

な
ま
な
ま
し
さ
に
触
れ
た
思
い
が
し
た
O
権
力
争
い
の
は
ざ
ま
に
あ
っ
て
、
彼

女
も
ま
た
心
揺
れ
る
一
人
で
あ
っ
た
。

三
　
授
業
の
中
で

-
・
授
業
は
講
義
に
し
た
り
、
-
演
習
に
し
た
り
し
な
が
ら
基
礎
読
み
を
し
'
-
・
読
み

深
め
の
過
程
で
'
表
現
の
内
実
に
迫
ろ
う
と
試
み
た
。
作
品
へ
の
教
師
の
評
価

は
、
そ
の
ま
ま
生
徒
に
は
ね
か
え
る
。
教
師
に
と
っ
て
真
に
「
古
典
」
た
り
得

る
時
、
作
品
は
教
室
で
光
り
だ
す
。

r
-
i
r
ぺ
稚
め
.
　
-
そ
の
1
　
-

一
九
五
段
「
ふ
と
心
劣
り
と
か
す
る
も
の
は
」

こ
の
段
は
次
の
一
文
で
始
ま
る
。

「
ふ
と
心
劣
り
と
か
す
る
も
の
は
、
男
も
女
も
こ
と
ば
の
文
字
い
や
し
う
遣

ひ
た
る
こ
そ
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
よ
り
ま
さ
り
て
わ
ろ
け
れ
。
」

〓
昌
で
幻
滅
さ
せ
ら
れ
る
体
験
は
か
な
り
普
遍
的
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
'
言

葉
が
人
間
の
精
神
の
表
出
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
碓
か
な
感
覚
が
生
き
て

お
り
、
卑
し
い
言
葉
遣
い
に
よ
る
幻
滅
を
'
「
よ
ろ
づ
の
こ
と
よ
り
ま
さ
り
て

わ
ろ
け
れ
」
と
言
い
切
る
精
神
が
あ
る
。

「
た
だ
文
字
一
つ
に
あ
や
し
う
、
あ
て
に
も
い
や
し
う
も
な
る
は
、
い
か
な

る
に
か
あ
ら
ん
o
　
」

ど
う
し
て
そ
う
感
じ
る
の
か
'
そ
れ
は
わ
か
ら
な
い
。
言
葉
の
不
思
議
さ
に
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思
い
至
る
。
ど
の
言
葉
に
対
し
て
そ
う
感
じ
る
の
か
も
個
人
差
が
あ
り
、
同
じ

言
葉
で
も
発
す
る
人
に
よ
っ
て
、
発
せ
ら
れ
る
場
面
に
よ
っ
て
、
感
じ
方
も
追

い
が
あ
る
。
た
ま
た
ま
'
授
業
を
し
て
い
た
頃
の
新
聞
に
は
、
俳
偵
小
沢
栄
太

郎
の
「
嫌
い
な
言
葉
」
と
題
す
る
小
文
が
載
っ
て
い
た
O

「
出
会
い
'
と
い
う
言
葉
へ
　
い
つ
頃
か
ら
使
い
出
し
た
ん
だ
ろ
う
。
な
ん
か

の
訳
語
か
ら
き
た
の
か
し
ら
ん
。
ゲ
ー
テ
と
シ
ラ
ー
の
'
と
か
、
ブ
ラ
ー
ム
ス

と
誰
か
と
か
'
ま
あ
'
そ
う
い
う
偉
い
人
の
場
合
だ
っ
た
ら
ま
だ
解
ら
ぬ
で
も

な
い
。
な
ん
だ
か
勿
体
ぶ
っ
て
い
て
'
少
々
大
げ
さ
で
'
そ
し
て
妙
に
キ
ザ
っ

ぼ
-
て
、
僕
は
き
ら
い
で
あ
る
O
　
は
や
り
み
た
い
に
猫
も
杓
子
も
使
う
か
ら
よ

け
い
き
ら
い
で
あ
る
。
」

こ
れ
に
続
い
て
へ
　
「
ふ
ま
え
て
」
　
「
オ
ソ
ネ
ソ
」
　
「
原
点
」
な
ど
の
例
が
あ

げ
ら
れ
'
こ
れ
ら
を
嫌
だ
と
い
う
理
由
は
な
い
、
た
だ
役
者
で
言
う
と
、
見
て

く
れ
の
芝
居
で
'
下
手
な
芝
居
を
、
当
人
だ
け
が
い
い
気
に
な
っ
て
や
っ
て
い

る
感
じ
が
す
る
t
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
教
室
で

は
、
自
分
の
言
葉
へ
身
の
廻
り
の
言
葉
の
発
掘
が
し
ば
ら
-
続
い
た
o

「
さ
る
ほ
、
か
う
思
ふ
人
、
こ
と
に
す
ぐ
れ
て
も
あ
ら
じ
か
し
。
い
づ
れ
を

よ
し
あ
し
と
知
る
に
か
ほ
。
さ
れ
ど
、
人
を
ば
知
ら
じ
へ
　
た
だ
心
地
に
さ
お
ぼ

ゆ
る
な
り
O
　
」

判
断
の
基
準
は
ど
こ
に
も
な
い
。
け
れ
ど
「
人
を
ば
知
ら
じ
」
た
だ
自
分
の

気
拝
で
は
そ
う
思
う
の
で
す
'
と
つ
ぶ
や
-
0

「
い
や
し
き
こ
と
も
わ
ろ
き
こ
と
も
'
さ
と
知
り
な
が
ら
こ
と
さ
ら
に
い
ひ

た
る
は
'
あ
し
う
も
あ
ら
ず
o
　
」

自
分
の
言
葉
を
自
分
の
耳
で
聞
い
て
い
る
人
が
い
て
'
意
識
化
さ
れ
た
言
葉

の
好
も
し
さ
を
主
張
す
る
。
「
我
が
も
て
つ
け
た
る
を
つ
つ
み
な
く
い
ひ
た
る

ほ
、
あ
さ
ま
し
き
わ
ざ
な
り
。
ま
た
、
さ
も
あ
る
ま
じ
き
老
い
た
る
人
'
男
な

ど
の
'
わ
ざ
と
つ
-
ろ
ひ
ひ
な
び
た
る
は
に
く
し
。
ま
さ
な
き
こ
と
も
あ
や
し

き
こ
と
も
'
大
人
な
る
は
ま
の
も
な
-
い
ひ
た
る
を
'
若
き
人
は
い
み
じ
う
か

た
は
ら
い
た
き
こ
と
に
聞
き
入
り
た
る
こ
そ
、
さ
る
べ
き
こ
と
な
れ
。
」

清
少
納
言
が
拒
否
す
る
の
は
、
「
あ
つ
か
ま
し
さ
」
　
「
無
神
径
さ
」
で
あ

る
。
そ
れ
が
動
作
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
時
も
、
手
厳
し
く
「
に
-
し
」
と
言
い

切
る
が
、
こ
の
段
で
は
'
そ
れ
が
言
葉
に
な
っ
て
出
て
-
る
心
の
在
り
様
へ
の

拒
否
と
し
て
語
ら
れ
'
読
者
の
共
感
を
呼
ぶ
。
こ
の
後
さ
ら
に
'
「
と
」
の
省

略
が
'
「
い
は
む
ず
る
」
と
崩
れ
る
汚
な
さ
、
「
ひ
と
つ
」
が
「
ひ
て
つ
」
に
、

「
も
と
む
」
が
「
み
と
む
」
に
批
る
汚
な
さ
を
へ
幻
減
さ
せ
ら
れ
る
例
と
し
て

と
り
あ
げ
て
い
る
。

教
材
は
続
い
て
、
「
文
こ
と
ば
な
め
き
人
こ
そ
」
　
へ
と
移
っ
て
い
-
の
だ

が
、
作
品
の
中
に
は
'
他
に
も
言
葉
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
箇
所
が
多
-
あ

り
、
「
六
段
へ
　
お
な
じ
言
な
れ
ど
も
き
き
耳
異
な
る
も
」
　
二
五
三
段
へ
名
お

そ
ろ
し
き
も
の
」
　
「
一
五
四
段
、
見
る
に
こ
と
な
る
こ
と
な
き
も
の
の
文
字
に

書
き
て
こ
と
ご
と
し
き
も
の
」
　
「
二
五
八
段
、
こ
と
ば
な
め
げ
な
る
も
の
」
な

ど
に
、
作
者
の
言
葉
へ
の
感
覚
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
o

歌
が
男
女
の
恋
の
手
だ
て
と
し
て
大
切
に
さ
れ
、
言
葉
が
精
神
の
発
拓
と
し

て
有
効
に
働
い
て
い
た
時
代
に
あ
っ
て
は
'
清
少
納
言
の
、
言
葉
に
対
す
る
感

覚
は
'
さ
ほ
ど
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
、
同
じ

時
代
に
あ
っ
て
も
、
「
文
字
一
つ
に
あ
や
し
う
'
あ
て
に
も
い
や
し
う
も
な
る

は
、
い
か
な
る
に
か
あ
ら
ん
。
」
と
い
う
感
覚
、
言
葉
へ
の
自
覚
を
'
多
-
の

人
が
持
っ
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。
「
我
が
も
て
つ
け
た
る
を
つ
つ
み
な
く
い

ひ
た
る
」
人
は
'
き
っ
と
大
勢
い
た
の
だ
と
思
う
。
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現
代
は
暗
唾
の
時
代
で
あ
る
。
-
り
返
さ
れ
る
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
を
代
表
的
な

例
と
し
て
、
言
葉
を
発
す
る
精
神
の
在
り
処
に
密
着
し
な
い
言
葉
の
氾
嘩
　
こ

の
中
に
あ
っ
て
'
言
葉
の
暴
力
に
抗
し
て
自
ら
の
言
某
を
と
り
も
ど
そ
う
と
す

る
時
、
清
少
納
言
は
'
ひ
と
り
の
先
達
た
り
得
る
。

「
言
某
を
軸
に
し
て
'
人
間
と
は
な
に
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
つ
つ
、
そ
の

よ
う
に
考
え
る
自
分
が
、
ま
ず
人
間
に
つ
い
て
基
本
的
な
倍
額
の
思
い
を
も
っ

て
い
る
こ
と
に
気
づ
-
。
そ
の
思
い
は
歴
史
の
様
ざ
ま
な
時
を
へ
だ
て
て
、
ま

た
世
界
の
多
様
に
距
離
を
お
い
た
諸
地
点
で
'
言
葉
に
つ
い
て
深
-
考
え
る
人

問
が
、
つ
い
に
は
同
1
の
方
向
づ
け
に
い
た
る
こ
と
を
見
て
励
ま
さ
れ
る
。
」

こ
れ
は
、
大
江
健
三
郎
の
「
小
説
の
方
法
」
の
冒
頭
部
分
で
あ
る
二
言
薬
へ
の

自
覚
の
深
さ
、
認
識
の
有
無
は
'
そ
の
ま
ま
そ
の
人
の
価
値
に
つ
な
が
る
と
考

え
る
o
言
葉
を
通
路
と
し
て
'
発
言
者
の
精
神
の
所
在
に
つ
き
あ
た
り
へ
そ
れ

が
、
生
徒
た
ち
に
、
自
ら
を
人
間
と
し
て
立
た
し
め
て
い
く
契
枚
と
な
る
よ
う

に
と
顧
う
。
千
年
の
昔
に
生
き
て
い
た
1
人
の
人
は
、
こ
う
し
て
作
晶
の
中
か

ら
立
ち
上
り
'
わ
れ
ら
の
隣
人
と
な
る
。

ク
読
み
深
め
″
　
-
　
そ
の
ニ
　
ー

二
六
七
段
「
世
の
中
に
な
ほ
い
と
心
憂
き
も
の
は
」

「
世
の
中
に
な
は
い
と
心
憂
き
も
の
は
'
人
に
に
く
ま
れ
ん
こ
と
こ
そ
あ
る

ぺ
け
れ
。
誰
て
ふ
物
狂
か
'
わ
れ
人
に
さ
思
は
れ
ん
と
は
恩
は
ん
。
さ
れ
ど
へ

自
然
に
宮
仕
所
に
も
、
親
へ
　
は
ら
か
ら
の
中
に
て
も
、
思
は
る
る
思
は
れ
ぬ
が

あ
る
ぞ
い
と
わ
び
し
き
や
。
」

前
段
末
尾
の
'
「
な
は
へ
男
は
、
も
の
の
い
と
ほ
し
さ
'
人
の
思
は
ん
こ
と

は
知
ら
ぬ
な
め
り
。
」
か
ら
発
展
し
て
、
愛
憎
を
め
ぐ
る
心
の
動
き
へ
と
移
っ

て
い
-
o

「
よ
き
人
の
御
こ
と
は
さ
ら
な
り
へ
下
衆
な
ど
の
ほ
ど
も
'
親
な
ど
の
か
な

し
う
す
る
子
は
'
目
た
て
耳
た
て
ら
れ
て
'
い
た
は
し
う
こ
そ
お
ば
ゆ
れ
。
見

る
か
ひ
あ
る
は
こ
と
わ
り
、
い
か
が
思
は
ざ
ら
ん
と
お
ぽ
ゆ
。
こ
と
な
る
こ
と

な
き
は
、
ま
た
、
こ
れ
を
か
な
し
と
思
ふ
ら
ん
は
、
親
な
れ
ば
ぞ
か
し
と
あ
は

れ
な
り
O
　
」

生
徒
に
は
'
「
人
情
に
即
し
て
読
む
べ
し
」
と
く
り
返
す
。
親
に
か
わ
い
が

ら
れ
る
出
来
の
い
い
子
は
ま
た
、
-
多
く
の
人
か
ら
も
大
切
に
さ
れ
る
。
「
見
る

か
ひ
あ
る
」
子
も
、
も
ち
ろ
ん
か
わ
い
が
ら
れ
る
。
(
し
か
し
ま
た
)
　
「
何
の

と
り
え
も
な
い
子
」
を
か
わ
い
い
と
思
う
の
は
'
親
な
れ
ば
こ
そ
と
'
そ
の
思

い
に
共
感
さ
せ
ら
れ
る
。
初
め
は
'
「
人
に
さ
思
は
れ
ん
」
側
か
ら
の
発
言
'

次
は
、
「
か
な
し
と
お
ぼ
ゆ
る
」
側
か
ら
の
発
言
、
そ
し
て
、
「
親
に
も
、
君

に
も
、
す
べ
て
'
う
ち
語
ら
ふ
人
に
も
、
人
に
思
は
れ
ん
ば
か
り
め
で
た
き
事

は
あ
ら
じ
。
」
と
し
め
-
-
る
。
作
者
の
生
き
て
い
た
時
代
と
の
隔
り
は
'
見

事
に
埋
め
ら
れ
て
'
す
ぐ
隣
で
語
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
親
近
感
が
あ
る
。

お
互
い
を
と
り
ま
-
生
活
環
境
の
遭
い
な
ど
も
消
え
果
て
て
、
人
の
心
の
動
き

を
見
ぬ
い
て
、
正
直
に
も
の
を
言
う
人
が
こ
こ
に
は
い
る
と
感
じ
さ
せ
ら
れ

る
。原

作
で
は
こ
の
後
へ
　
「
男
こ
そ
へ
　
な
ほ
い
と
あ
り
が
た
-
、
あ
や
し
き
心
ち

し
た
る
も
の
は
あ
れ
。
」
と
続
き
へ
　
「
男
は
ま
こ
と
に
理
解
し
が
た
い
不
可
解

な
存
在
だ
」
と
い
い
'
「
女
の
目
に
も
わ
ろ
L
と
忠
ふ
を
思
ふ
は
、
い
か
な
る

事
に
か
あ
ら
ん
。
」
と
嘆
-
o
作
者
の
男
性
観
は
、
随
所
に
見
ら
れ
る
が
、
「

1
二
四
段
」
の
「
は
づ
か
し
き
も
の
、
色
こ
の
む
男
の
心
の
内
。
-
-
男
は
、

う
た
て
思
ふ
さ
ま
な
ら
ず
、
も
ど
か
し
う
'
心
づ
き
な
き
こ
と
な
ど
あ
り
と
見
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れ
ど
、
さ
し
む
か
ひ
た
る
程
は
、
う
ち
す
か
し
て
思
は
ぬ
こ
と
を
も
い
ひ
軒
む

る
こ
そ
へ
は
づ
か
し
き
わ
ざ
な
れ
。
-
・
・
・
い
み
じ
う
あ
は
れ
に
、
心
ぐ
る
し

う
'
見
す
て
が
た
き
事
な
ど
を
、
い
さ
さ
か
何
と
も
思
は
ぬ
も
'
い
か
な
る
心

ぞ
と
こ
そ
あ
さ
ま
し
け
れ
。
さ
す
が
に
人
の
上
を
ば
も
ど
き
へ
も
の
を
い
と
よ

う
い
ふ
よ
。
こ
と
に
た
の
も
し
き
人
も
な
き
宮
仕
人
な
ど
を
語
ら
ひ
て
'
た
だ

な
ら
ず
な
り
ぬ
る
あ
り
さ
ま
な
ど
を
も
知
ら
で
や
み
ぬ
る
よ
o
　
」
な
ど
に
い
た

っ
て
は
'
ま
さ
に
私
達
の
日
常
茶
飯
事
で
は
な
い
か
と
思
わ
さ
れ
る
。

教
室
で
は
、
「
二
六
八
段
、
男
こ
そ
、
な
ほ
い
と
あ
り
が
た
く
」
を
追
加
教

材
と
し
て
プ
リ
ン
-
し
、
「
一
二
四
段
は
づ
か
し
き
も
の
」
を
援
用
し
'
さ
ら

に
中
村
真
一
郎
の
「
王
朝
文
学
の
世
界
」
か
ら
次
の
文
節
を
引
用
し
た
。

「
-
全
て
の
文
学
的
操
作
が
'
そ
の
流
派
、
方
法
の
多
様
性
に
か
か
わ
ら

ず
、
・
最
も
探
-
現
実
を
探
っ
た
瞬
間
に
'
例
外
な
-
到
達
す
る
、
不
思
議
な
面

白
さ
が
、
こ
の
書
物
に
も
あ
る
。

不
思
議
な
面
白
さ
と
は
何
か
。
そ
れ
は
生
の
謎
に
対
し
て
'
読
者
の
眼
を
開

か
せ
て
-
れ
る
何
も
の
か
で
あ
る
Q
 
l
体
に
'
こ
の
社
交
人
の
感
想
熊
は
、
ひ

と
つ
の
高
度
の
趣
味
を
目
指
し
'
完
成
し
た
世
界
を
描
く
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
る
。
こ
の
世
界
の
秩
序
は
明
ら
か
な
価
伯
の
体
系
に
よ
っ
て
出
来
上
っ
て
い

る
。
そ
こ
に
は
、
ど
れ
だ
け
微
細
に
味
わ
う
か
、
ど
れ
だ
け
洗
練
を
競
う
か
、

と
い
う
程
度
の
問
題
は
あ
っ
て
も
'
そ
の
価
値
に
対
す
る
疑
問
は
起
り
行
な
い

は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
'
清
少
納
言
は
、
そ
う
し
た
社
交
人
の
方
法
を
徹
底
し
て
推
し
進

め
て
行
き
な
が
ら
へ
時
々
'
そ
の
方
法
の
限
界
を
突
破
し
て
、
よ
り
深
い
現
実

に
触
れ
る
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
、
こ
の
作
品
の
文
学
と
し
て
の
'
ひ
そ
か
な
魅

力
で
あ
る
。

た
と
え
ば
-
男
と
い
う
も
の
の
正
体
は
、
尖
に
不
思
謎
で
、
な
ん
と
い
っ
て

も
わ
か
ら
な
い
。
と
い
う
よ
う
な
感
想
が
突
然
に
出
て
-
る
Q
社
交
界
の
主
た

る
間
心
事
の
ひ
と
つ
は
'
男
女
の
交
際
で
あ
り
'
清
少
納
言
も
'
そ
の
専
門
家

で
あ
る
O
男
女
の
か
け
引
き
の
達
人
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
語
物
の
随
所
に
現

わ
れ
て
い
る
。
男
の
全
て
を
判
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
'
あ
る
時

不
意
に
'
彼
女
は
、
男
は
謎
で
あ
る
と
い
う
嘆
き
を
'
そ
の
手
帖
に
書
き
つ
け

る
。
同
性
が
見
て
は
全
-
取
り
柄
も
な
い
よ
う
な
女
に
夢
中
に
な
る
か
と
思
え

ば
'
立
派
な
女
に
求
愛
さ
れ
て
逃
げ
も
す
る
Q
そ
う
い
う
不
可
解
さ
を
'
男
女

の
仲
を
知
り
尽
し
た
社
交
女
性
が
、
何
か
の
拍
子
に
洩
ら
す
と
い
う
こ
と
が
'

人
生
の
面
白
さ
で
あ
り
'
同
時
に
、
彼
女
の
信
じ
て
い
る
生
き
方
、
そ
の
屈
し

て
い
る
社
会
熊
田
の
常
識
へ
'
微
妙
な
裂
け
目
を
作
っ
て
見
せ
て
く
れ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
」

~
授
業
は
変
っ
て
き
た
。
「
枕
草
子
」
は
面
白
い
t
　
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

書
き
手
へ
の
信
頼
は
、
そ
の
人
の
発
す
る
言
葉
の
真
意
を
深
く
と
ら
え
さ
せ

る
。次

の
教
材
「
う
れ
し
き
も
の
」
　
へ
の
共
感
度
は
'

「
物
合
'
な
に
-
れ
と
挑
む
こ
と
に
勝
ち
た
る
'
い
か
で
か
う
れ
し
か
ら
ざ

ら
ん
o
　
ま
た
へ
　
我
は
な
ど
思
ひ
て
し
た
り
顔
な
る
人
謀
り
行
た
る
。
女
ど
ち
ょ

り
も
、
男
は
ま
さ
り
て
う
れ
L
o
　
こ
れ
が
笛
は
か
な
ら
ず
せ
ん
と
思
ふ
ら
ん

と
'
つ
ね
に
心
づ
か
ひ
せ
ら
る
る
も
を
か
し
き
に
'
い
と
つ
れ
な
く
、
な
に
と

も
思
ひ
た
ら
ぬ
さ
ま
に
て
た
ゆ
め
過
ぐ
す
も
、
ま
た
を
か
し
'
」
あ
た
り
を
ピ

ー
ク
と
し
て
'
し
だ
い
に
高
ま
っ
た
。

'
読
み
泥
め
く
　
-
　
そ
の
I
l
1
　
-
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二
七
七
段
　
「
御
前
に
て
人
々
と
も
」

学
習
は
前
段
に
統
-
こ
の
段
へ
と
進
ん
で
き
た
。

「
御
前
に
て
人
々
と
も
、
ま
た
、
も
の
仰
せ
ら
る
る
つ
い
で
な
ど
に
も
、
『

世
の
中
の
脱
立
た
し
う
、
む
つ
か
し
う
'
片
時
あ
る
べ
き
心
地
も
せ
で
、
た
だ

い
づ
ち
も
い
づ
ち
も
行
き
も
し
な
ぼ
や
と
思
ふ
に
、
た
だ
の
紙
の
い
と
自
う
き

よ
げ
な
る
に
、
よ
き
筆
、
白
き
色
紙
'
み
ち
の
-
に
紙
な
ど
得
つ
れ
ば
'
こ
よ

な
う
な
ぐ
さ
み
て
'
さ
は
れ
'
か
-
て
し
ば
し
も
生
き
て
あ
り
ぬ
べ
か
ん
め
り

;
)
i
,
7
'
,
*
*
し
　
じ
し
・
.

と
な
む
お
ぽ
ゆ
る
。
ま
た
、
高
麗
縁
の
'
克
青
う
こ
ま
や
か
に
厚
き
が
、
縁

の
紋
い
と
あ
ざ
や
か
に
'
黒
う
自
う
見
え
た
る
を
ひ
き
ひ
ろ
げ
て
見
れ
ば
'
な

に
か
、
な
は
こ
の
世
は
、
さ
ら
に
さ
ら
に
え
思
ひ
拾
つ
ま
じ
と
、
命
さ
へ
惜
し

く
な
ん
な
る
』
」

清
少
納
言
で
も
こ
ん
な
気
持
ち
に
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
「
た
だ
い
づ
ち
も

い
づ
ち
も
行
き
も
し
な
は
や
」
へ
　
ク
も
″
の
熱
意
へ
　
ク
な
(
ぬ
)
″
の
強
意
、

ク
は
や
″
の
願
望
。
「
人
生
に
腹
が
立
っ
て
き
て
、
む
し
ゃ
く
し
ゃ
し
て
、
ひ

と
時
だ
っ
て
生
き
て
い
る
の
が
願
に
な
っ
て
'
も
う
'
ど
こ
へ
で
も
い
っ
て
し

ま
い
た
い
」
'
そ
う
い
う
時
に
'
「
た
だ
の
紙
の
い
と
自
う
き
よ
げ
な
る
に
、

よ
き
筆
'
白
き
色
紙
、
み
ち
の
く
に
紙
な
ど
」
を
柑
る
と
大
変
慰
め
ら
れ
て
、

「
さ
は
れ
'
か
く
て
し
ば
し
も
生
き
て
あ
り
ぬ
べ
か
ん
め
り
と
な
む
お
ば
ゆ
る
」

と
思
い
、
さ
ら
に
'
高
覧
綾
の
美
し
い
の
を
見
た
り
す
る
と
、
「
な
に
か
、
な

は
こ
の
世
は
、
さ
ら
に
さ
ら
に
え
思
ひ
拾
つ
ま
じ
」
と
'
も
う
今
は
命
ま
で
も

伯
し
-
な
る
の
で
あ
る
。

社
交
人
と
し
て
知
ら
れ
'
定
子
や
行
成
と
や
り
と
り
の
妙
を
尽
し
て
'
い
か

に
も
適
応
し
て
生
き
て
い
た
と
思
わ
れ
る
清
少
納
言
が
、
こ
う
い
う
思
い
に
と

ら
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
'
さ
ら
に
、
そ
の
厭
世
感
'
脱
落
感
、
行
き
ど
ま
り
の

感
か
ら
、
彼
女
を
救
っ
て
-
れ
る
の
が
'
「
紙
の
白
さ
の
も
つ
美
」
で
あ
り
、

「
畳
の
緑
の
白
と
照
と
の
紋
様
の
あ
ざ
や
か
さ
」
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
中

村
其
1
即
は
へ
　
こ
の
部
分
に
つ
い
て
へ
　
「
-
そ
う
し
た
何
気
な
い
感
覚
的
な
美

し
さ
が
、
瞬
時
に
し
て
、
自
分
を
人
生
の
方
へ
向
き
返
ら
せ
て
-
れ
る
と
い

う
'
従
女
の
感
想
は
'
何
気
な
い
も
の
で
あ
り
な
が
ら
へ
　
ま
た
生
と
い
う
も
の

と
人
間
と
の
結
び
つ
き
の
不
思
議
さ
の
、
微
妙
な
表
現
だ
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

教
室
は
、
こ
こ
で
ひ
と
つ
の
高
み
へ
導
か
れ
た
。
私
達
が
、
「
生
き
て
い
る
」

こ
と
の
中
に
も
、
清
少
納
言
が
示
し
た
よ
う
な
転
生
の
契
機
は
、
は
ら
ま
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
Q
　
閉
寒
感
、
脱
落
感
も
、
決
し
て
珍
ら
し
-
な
-
、
日

々
そ
う
し
た
思
い
と
の
こ
ぜ
り
合
い
の
如
き
様
相
も
あ
る
の
だ
け
れ
ど
へ
私
達

は
'
自
ら
が
美
と
感
じ
糾
る
物
、
例
え
ば
'
あ
る
日
の
青
い
空
や
'
風
に
ゆ
れ

る
花
々
や
、
あ
る
い
は
1
節
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
や
、
あ
る
い
は
真
珠
の
輝
き
に
よ

っ
て
'
ふ
と
'
生
へ
と
引
き
も
ど
さ
れ
る
と
い
う
経
験
を
共
有
し
柑
る
。
そ
の

共
生
の
思
い
は
'
千
年
の
隔
り
を
越
え
て
'
清
少
納
言
を
わ
れ
ら
の
友
と
し
て

感
じ
さ
せ
る
。

さ
ら
に
'
彼
女
が
、
な
ぜ
「
紙
の
白
さ
」
に
魅
せ
ら
れ
た
の
か
'
そ
の
心
理

の
背
景
に
は
、
「
そ
の
紙
に
こ
と
ば
を
書
き
つ
け
る
楽
し
み
」
が
、
ひ
そ
ん
で

い
た
と
考
え
ら
れ
る
O
　
「
書
く
楽
し
み
」
が
、
「
慰
め
」
に
な
る
心
の
在
り
よ

う
へ
、
つ
ま
り
は
'
「
表
現
す
る
こ
と
」
の
、
人
間
に
と
っ
て
の
意
味
へ
と
'

私
達
は
誘
わ
れ
る
。
ま
た
一
方
へ
　
「
自
」
と
い
う
色
が
、
日
本
文
学
の
中
で
'

ど
う
い
う
美
意
識
と
結
び
つ
い
て
い
る
か
、
と
い
う
の
も
興
味
の
あ
る
テ
ー
マ

で
、
例
え
ば
'
芭
花
あ
句
に
お
け
る
ク
自
″
の
壕
放
任
や
、
あ
る
い
は
、
川
端
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康
成
の
小
説
に
生
き
て
い
る
ク
自
〃
の
効
果
な
ど
'
た
ど
っ
て
み
た
い
気
が
す

る
o
教
室
で
は
、
室
生
犀
星
の
「
日
本
美
論
」
(
夕
映
　
梅
花
)
の
中
に
あ
る
'

「
紙
」
を
紹
介
し
て
'
文
学
研
究
へ
の
さ
そ
い
水
と
し
た
r
J

l
人
の
生
徒
は
次
の
よ
う
に
反
応
し
た
。

(
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
'
わ
か
る
よ
う
な
気
も
す
る
の
だ
け
れ
ど
、
例
え

ば
紙
そ
の
も
の
に
限
定
し
て
考
え
て
み
る
と
'
様
子
は
か
な
り
違
っ
て
き
て
い

る
。
私
達
の
ま
わ
り
に
紙
は
あ
ふ
れ
、
毎
日
、
大
量
の
紙
に
追
い
ま
く
ら
れ
て

生
き
て
い
る
。
私
達
は
、
「
紙
の
白
さ
の
も
つ
美
」
を
兄
い
だ
す
余
裕
な
ど
、

と
っ
-
に
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
千
年
前
、
清
少
納
言
を
生
へ
と
引
き
戻
し
た
「

白
い
紙
」
は
、
今
や
私
達
を
焦
燥
感
へ
と
追
い
込
む
。
物
の
あ
ふ
れ
る
中
で
'

物
そ
の
も
の
の
価
値
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
私
達
の
状
況
は
'
例
え
ば
'
安
部

公
房
の
「
自
分
の
名
刺
」
に
と
っ
て
か
あ
ら
れ
る
主
人
公
に
そ
っ
く
り
な
の
で

は
な
い
か
。
「
物
」
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
私
達
は
、
自
分
も
含
め
て
「
人
間
」

そ
の
も
の
を
も
見
失
っ
て
い
る
o
　
現
代
を
生
き
る
私
達
が
'
脱
落
感
か
ら
生

へ
と
引
き
戻
さ
れ
る
契
機
を
兄
い
だ
す
こ
と
は
、
よ
ほ
ど
困
難
で
あ
る
。
け
れ

ど
'
例
え
ば
こ
う
い
う
現
代
の
状
況
を
「
壁
」
と
し
て
認
識
し
、
そ
の
中
に
在

る
人
間
の
存
在
の
虚
し
さ
を
、
ユ
ー
モ
ア
さ
へ
伴
っ
て
虚
構
化
し
、
表
現
す
る

力
が
人
間
に
あ
る
限
り
、
「
こ
の
世
は
ま
だ
生
き
て
い
る
に
値
す
る
」
の
で
は

な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
　
　
8
-
・
Z
　
女
子
)

丁
度
、
現
代
国
語
の
授
業
で
読
ん
で
い
た
安
部
公
房
の
現
状
認
識
へ
つ
な
げ

て
'
自
分
な
り
の
読
み
を
示
し
て
き
た
。
-

読
み
と
ろ
う
と
す
る
意
欲
は
'
解
釈
を
的
確
に
す
る
。
文
法
力
は
総
動
員
さ

れ
て
、
さ
ら
に
読
み
を
楽
し
く
す
る
。
よ
り
正
し
-
、
よ
り
的
確
に
、
そ
れ
は

書
か
れ
て
あ
る
世
界
の
深
み
へ
と
、
読
者
を
案
内
す
る
。

「
私
達
が
理
解
し
て
い
る
『
意
識
』
と
い
う
言
葉
と
'
宣
長
が
使
っ
た
意
味

合
で
の
『
物
』
と
い
ふ
言
葉
と
を
使
っ
て
t
　
か
う
言
っ
て
み
て
も
よ
さ
さ
う

だ
'
歌
と
は
、
意
識
が
出
会
ふ
最
初
の
物
だ
t
　
と
Q
　
さ
う
言
ひ
た
か
っ
た
宣
長

を
想
像
し
て
み
て
も
よ
い
で
あ
ら
う
。
」
　
(
『
本
居
宣
長
』
)
と
い
う
小
林
秀

雄
に
導
か
れ
て
、
私
達
も
、
「
意
識
が
出
会
ふ
物
」
に
行
き
つ
き
た
い
。

ひ
と
つ
の
古
典
を
読
み
深
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
代
を
越
え
て
共
通
す
る

人
間
の
本
質
へ
の
認
識
を
深
め
、
さ
ら
に
は
、
作
者
の
生
き
た
時
代
と
現
代
と

の
相
違
に
思
い
至
り
'
千
年
の
時
間
を
貫
ぬ
い
て
く
る
光
に
照
ら
し
出
さ
れ
る

現
代
の
特
質
を
把
握
す
る
時
'
私
達
は
、
こ
の
喧
嘩
と
退
廃
の
中
に
あ
っ
て
、

目
覚
め
て
在
る
こ
と
が
で
き
る
o

お
わ
り
に

ひ
と
つ
の
古
典
作
品
の
中
に
、
「
砿
か
な
精
神
の
在
り
処
」
を
実
感
す
る
こ

と
は
'
虚
し
さ
に
抗
し
て
生
き
よ
う
と
す
る
意
欲
を
、
か
き
た
て
て
-
れ
る
。

「
言
葉
」
に
つ
い
て
思
い
を
深
め
る
こ
と
が
、
人
間
へ
の
信
頼
に
つ
な
が
る

道
だ
と
い
う
こ
と
を
、
さ
ら
に
は
'
「
古
典
を
読
む
こ
と
」
が
'
「
過
去
を
た

ど
っ
て
未
来
に
出
る
」
ひ
と
つ
の
方
法
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
確
か
め
あ
い

た
い
。か

く
て
「
読
む
こ
と
」
が
喜
び
に
な
る
-
こ
の
喜
び
に
生
徒
を
道
づ
れ
に
し

た
い
、
そ
れ
が
'
国
語
教
師
と
し
て
の
私
の
夢
で
あ
る
。

毎
年
へ
卒
業
生
を
送
る
頃
に
な
る
と
、
私
の
心
の
中
に
は
、
藤
村
の
「
響
き

り
ん
り
ん
音
り
ん
り
ん
」
が
静
か
に
鳴
り
だ
す
。
野
地
先
生
の
朗
々
と
し
た
あ

の
お
声
に
身
を
震
わ
せ
な
が
ら
、
先
生
を
恥
ず
か
し
め
な
い
教
師
に
な
る
の
だ

と
、
ひ
そ
か
に
決
意
し
た
あ
の
日
は
、
私
に
と
っ
て
決
し
て
遠
い
日
の
こ
と
で
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は
な
い
。
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