
芥
川
龍
之
介
『
枯
野
抄
』
を
読
む

-
　
「
国
語
I
」
に
お
け
る
　
『
羅
生
門
』
読
後
の
発
展
学
習
の
試
み
　
-

井
　
　
上
　
　
博
　
　
夫

は
じ
め
に

生
徒
と
の
最
初
の
出
会
い
を
'
み
な
さ
ん
の
国
語
教
室
で
は
ど
の

よ
う
に
さ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
ど
の
よ
う
な
挨
拶
を
'
話
を
さ

れ
た
で
し
ょ
う
か
。
私
は
こ
ん
な
話
か
ら
は
じ
め
ま
し
た
。

は
じ
め
て
で
す
か
ら
、
ま
ず
は
自
己
紹
介
か
ら
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
で
す
が
、
な
か
な
か
一
回
の
自
己
紹
介
で
自
分
の
こ
と
を

う
ま
-
話
す
と
い
う
の
は
む
ず
か
し
い
も
の
で
す
。
こ
れ
か
ら
1

年
間
へ
だ
い
た
い
百
回
-
ら
い
授
業
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
う
ち
に
、

ぽ
-
が
ど
ん
な
人
間
か
は
だ
ん
だ
ん
わ
か
っ
て
も
ら
え
る
と
思
う

の
で
す
が
へ
ま
ず
ど
ん
な
話
か
ら
切
り
出
し
た
ら
い
い
だ
ろ
う
か
'

と
、
そ
れ
で
も
や
は
り
考
え
あ
ぐ
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
困
っ
た
と

き
に
は
'
そ
う
、
自
分
が
い
い
な
と
思
っ
た
自
己
紹
介
に
な
ら
っ

て
し
て
み
る
の
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
ま
ず
、
ぼ
-
が
1
番
印
象
に
残
っ
て
い
る
へ
　
そ
の
自
己
紹

介
の
話
か
ら
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

ぽ
-
の
一
番
印
象
に
残
っ
て
い
る
自
己
紹
介
と
い
う
と
'
高
校

二
年
の
と
き
の
物
理
の
先
生
の
自
己
紹
介
。
ぽ
-
は
理
科
系
の
科

目
は
ほ
と
ん
ど
駄
目
で
'
物
理
な
ん
て
い
う
の
は
い
つ
も
欠
点
ば

か
り
と
る
よ
う
な
生
徒
だ
っ
た
ん
だ
け
ど
へ
物
理
の
そ
の
先
生
の

こ
と
は
'
四
十
少
し
越
え
た
-
ら
い
か
な
へ
太
っ
て
貫
禄
の
あ
る
へ

先
生
ら
し
い
先
生
だ
っ
た
け
れ
ど
へ
好
き
で
し
た
。
そ
の
先
生
の

自
己
紹
介
の
話
。
先
生
、
黒
板
の
前
に
立
っ
て
、
体
全
体
を
使
っ

て
、
ほ
ん
と
黒
板
い
っ
ぱ
い
に
名
前
を
書
か
れ
た
。
「
永
井
泰
山
」

(
板
書
)
。
え
ー
っ
、
今
か
ら
は
そ
の
先
生
に
な
り
か
わ
っ
て
話

を
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

「
こ
の
名
前
、
何
と
読
む
か
わ
か
り
ま
す
か
。
」
　
(
何
人
か
指
名

す
る
。
緊
張
も
あ
っ
て
か
'
答
え
は
返
っ
て
こ
な
い
。
私
の
高
校

時
代
も
そ
う
で
し
た
。
)

「
『
た
い
ざ
ん
」
　
と
読
み
ま
す
。
ど
こ
に
あ
る
山
か
知
っ
て
い

ま
す
か
。
」
　
(
誰
も
知
ら
な
い
。
こ
れ
も
私
の
高
校
時
代
と
同
じ
で

;
s
サ「

中
国
は
山
東
省
に
あ
る
山
で
す
。
そ
う
い
え
ば
わ
か
っ
て
も
ら
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え
る
と
思
う
の
で
す
が
、
私
は
中
国
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
ど
ん
な

山
だ
と
思
い
ま
す
か
。
日
本
で
い
え
ば
富
士
山
の
よ
う
な
山
で
す
。

私
の
両
親
が
私
に
'
あ
の
泰
山
の
よ
う
に
誰
か
ら
も
頼
り
に
さ
れ

る
人
間
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
つ
け
て
-
れ
た
名
前
で
す
。
」

こ
の
話
に
続
け
て
、
陰
陽
道
の
こ
と
へ
　
そ
し
て
虫
陽
の
節
句
の
こ

と
な
ど
中
国
の
風
俗
・
習
慣
に
つ
い
て
断
片
的
な
知
識
の
切
り
売
り

の
よ
う
な
話
を
し
、
こ
う
い
い
そ
え
ま
し
た
。

永
井
先
生
が
生
ま
れ
育
っ
た
こ
ろ
の
日
本
と
い
う
の
は
'
ち
ょ

う
ど
戦
争
に
国
民
全
体
が
向
か
っ
て
い
た
時
代
で
、
中
国
や
朝
鮮

な
ど
は
い
く
ら
隣
国
で
は
あ
っ
て
も
遠
い
国
。
大
陸
で
ひ
と
儲
け

し
よ
う
と
へ
　
そ
の
国
を
自
分
た
ち
の
思
い
の
ま
ま
に
し
よ
う
と
し

て
い
た
。
そ
ん
な
日
本
人
が
多
-
い
た
な
か
で
、
い
わ
ば
敵
国
の

国
の
人
が
'
心
の
支
え
に
し
て
い
る
山
の
名
前
を
、
自
分
の
子
供

に
つ
け
た
日
本
人
が
い
た
の
か
、
と
永
井
先
生
の
話
を
聞
い
て
へ

ま
だ
高
校
生
だ
っ
た
ぼ
-
は
'
不
思
議
な
思
い
が
し
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、
永
井
先
生
の
ご
両
親
は
、
全
然
視
点
が
違
う
。
何
を
真

ん
中
に
お
い
て
人
を
み
る
の
か
。
人
と
人
の
心
の
な
か
に
は
国
境

は
な
い
。
き
っ
と
そ
ん
な
大
き
な
目
で
人
を
み
ら
れ
て
い
た
。
そ

ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
ま
し
た
-
-
0

そ
れ
か
ら
自
分
の
名
前
に
つ
い
て
、
自
分
の
父
親
の
少
年
時
代
の

話
な
ど
を
交
え
な
が
ら
話
し
て
、
ち
ょ
う
ど
一
時
間
が
終
わ
り
ま
し

た
。
私
の
授
業
で
は
'
そ
の
後
も
さ
ま
ざ
ま
な
雑
談
が
飛
び
出
し
ま

し
た
。
「
井
の
口
少
年
野
球
閏
」
「
雪
之
下
」
「
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
中

規
模
の
大
地
震
」
「
さ
か
え
母
さ
ん
」
「
我
を
患
苦
さ
す
学
生
に
三
態

あ
り
」
な
ど
な
ど
、
授
業
の
合
間
合
間
に
話
が
続
き
ま
し
た
。
授
業

の
な
か
で
聞
か
せ
た
い
'
価
値
あ
る
雑
談
を
つ
-
り
だ
し
た
い
と
考

え
へ
続
け
て
い
っ
た
よ
も
や
ま
話
の
数
々
に
つ
い
て
ま
と
め
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
方
が
自
分
向
き
か
と
も
思
う
の
で
す
が
、
今
回
は
そ
ん

な
雑
談
の
合
間
合
間
に
し
た
、
私
の
「
国
語
I
」
で
の
授
業
の
実
践

報
告
を
'
自
分
の
授
業
の
ま
と
め
と
し
て
'
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と

思
い
ま
す
。

*
使
用
教
科
書

『
羅
生
門
』
-
-
右
文
書
院
冒
回
等
学
校
　
国
語
I
　
改
訂
版
」

『
枯
野
抄
』
-
-
明
治
書
院
『
現
代
文
』
他
(
投
げ
込
み
教
材
)

1
　
日
的
　
「
な
ぜ
『
羅
生
門
』
と
『
枯
野
抄
』
を
重
ね
合

わ
せ
て
読
む
こ
と
に
し
た
の
か
。
」

私
の
『
羅
生
門
』
　
の
授
業
は
'
今
回
で
三
度
目
に
な
り
ま
す
。
ま

だ
わ
ず
か
に
三
度
目
で
し
か
な
い
の
で
す
が
'
以
前
授
業
し
た
そ
の

二
度
と
も
何
と
な
-
も
の
足
ら
な
さ
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。
授
業
で

は
、
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
、
そ
の
作
品
の
「
主
題
」
は
何
か
と

い
う
こ
と
に
触
れ
て
い
-
わ
け
で
す
が
、
『
羅
生
門
』
　
の
場
合
、
た

と
え
ば
「
(
人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
摘
出
)
人
間
が
生
き
て
い
-
た

め
に
は
、
不
正
も
ま
た
や
む
を
得
な
い
と
す
る
人
間
の
エ
ゴ
を
え
ぐ
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り
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
」
(
明
治
書
院
r
国
語
I
　
発
間
事
例
集
』

六
六
ペ
)
と
か
、
「
1
　
平
安
末
期
、
生
活
に
追
い
込
ま
れ
た
下
人

の
心
理
を
描
き
、
極
限
状
況
に
置
か
れ
た
人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
あ

ば
い
て
い
る
。
　
2
　
生
き
る
た
め
に
は
悪
を
働
-
以
外
に
道
は
な

い
極
限
状
況
に
あ
る
下
人
が
、
死
人
の
髪
を
抜
-
老
婆
を
見
て
へ
悪

に
対
す
る
正
義
感
に
燃
え
、
や
が
て
悪
の
行
動
へ
決
断
す
る
心
理
を

追
求
し
な
が
ら
へ
人
間
の
弱
さ
と
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
実
態
を
描
い
て

い
る
。
」
(
右
文
書
院
『
高
等
学
校
国
語
I
指
導
資
料
』
四
三
ペ
)
　
の

よ
う
な
も
の
を
主
題
と
し
て
話
し
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
ま
だ
若
い

下
人
が
自
分
が
こ
れ
か
ら
生
き
て
い
-
上
で
、
善
に
も
悪
に
も
徹
し

切
れ
な
い
で
迷
っ
て
い
た
と
き
、
そ
ん
な
内
的
な
矛
盾
を
抱
え
て
い

た
青
年
期
に
、
老
婆
の
悪
を
正
当
化
す
る
論
理
を
聞
き
へ
自
分
の
置

か
れ
て
い
る
状
況
の
な
か
で
'
自
己
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
肯
定
し
て
し

ま
う
。
そ
れ
が
人
間
の
、
1
面
真
実
の
姿
な
の
だ
と
ま
と
め
る
こ
と

は
で
き
ま
す
。
し
か
し
'
そ
れ
が
生
徒
た
ち
に
ど
れ
だ
け
の
共
感
を

も
っ
て
迎
え
ら
れ
る
か
へ
ま
だ
こ
の
作
品
を
読
ん
だ
き
り
で
は
不
十

分
な
気
が
し
て
い
た
の
で
す
。
確
か
に
人
間
と
い
う
の
は
身
勝
手
な

と
こ
ろ
が
あ
る
。
自
分
に
都
合
が
悪
け
れ
ば
、
平
気
で
嘘
を
つ
い
て

し
ま
う
。

芥
川
龍
之
介
の
『
羅
生
門
』
に
お
い
て
も
作
中
人
物
そ
れ
ぞ
れ
に

自
己
の
エ
ゴ
を
出
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
問
題
を

も
っ
と
探
-
追
求
で
き
な
い
か
。
よ
り
深
-
考
え
て
い
く
こ
と
は
で

き
な
い
か
と
考
え
て
い
た
と
き
、
『
枯
野
抄
』
　
に
行
き
当
た
り
ま
し

た
。
『
枯
野
抄
』
と
'
で
き
れ
ば
退
稿
と
な
っ
た
『
或
る
阿
呆
の
一

生
j
と
も
重
ね
合
わ
せ
て
読
む
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
主
題
を
教
え
込

む
の
で
は
な
-
、
生
徒
た
ち
自
身
に
主
題
そ
の
も
の
を
感
じ
取
ら
せ

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
た
の
で
す
。
単
発

で
は
な
い
、
教
材
同
士
の
結
び
付
き
の
強
さ
が
深
ま
り
を
生
む
と
考

え
た
の
で
す
。

ふ
だ
ん
で
し
た
ら
、
発
展
読
書
と
し
て
い
-
つ
か
の
作
品
紹
介
に

の
み
と
ど
め
、
あ
と
は
生
徒
の
自
主
性
に
委
ね
る
と
こ
ろ
で
す
が
、

『
枯
野
抄
』
を
高
校
一
年
次
で
読
み
込
む
の
は
む
ず
か
し
-
、
漢
字
・

慣
用
句
な
ど
語
句
の
面
か
ら
み
て
も
か
な
り
の
抵
抗
が
あ
り
そ
う
な

う
え
に
'
松
尾
芭
蕉
を
中
心
と
し
た
文
学
史
上
の
、
歴
史
上
の
知
識

も
か
な
り
必
要
で
す
。
生
徒
が
こ
の
作
品
を
読
み
へ
　
『
羅
生
門
』
と

同
じ
よ
う
に
テ
ー
マ
に
迫
っ
て
い
-
た
め
に
は
'
こ
ち
ら
の
方
で
生

徒
が
読
み
込
む
ま
で
に
負
担
に
な
り
そ
う
な
こ
と
(
努
力
を
さ
せ
な

い
と
い
う
意
味
で
は
な
-
て
、
1
時
に
1
事
の
方
針
で
'
生
徒
の
学

習
活
動
の
内
容
を
あ
ま
り
欲
張
ら
な
い
よ
う
に
と
の
意
で
す
。
)
を

あ
る
程
度
ま
で
は
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
た

と
え
ば
へ
序
段
で
、
松
尾
芭
蕉
が
「
旅
に
病
ん
で
」
の
句
の
推
敵
に

か
か
わ
っ
て
門
弟
た
ち
が
、
た
と
え
ば
其
角
、
支
考
が
ど
の
よ
う
な

考
え
を
も
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
知
識
は
、
作
品
を
読
む
う
え
で
欠

か
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
が
、
そ
の
知
識
を
高
校
一
年
生
に
期
待

す
る
の
は
無
理
で
す
。
高
校
一
年
生
が
作
品
を
理
解
す
る
た
め
に
は
'

作
者
芥
川
龍
之
介
が
こ
の
作
品
を
執
筆
す
る
上
で
'
微
密
に
し
た
と

さ
れ
る
時
代
考
証
に
つ
い
て
、
指
導
者
の
側
で
補
っ
て
お
く
必
要
が

ど
う
し
て
も
あ
る
の
で
す
。
授
業
で
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
'
芥
川
龍
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之
介
の
作
品
に
　
『
羅
生
門
」
　
と
同
じ
よ
う
に
人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を

そ
の
テ
ー
マ
と
し
た
　
『
枯
野
抄
j
　
と
い
う
作
品
が
あ
る
と
い
う
、
知

識
が
増
え
た
だ
け
で
た
ぶ
ん
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
思
う
の
で
す
。

『
枯
野
抄
』
　
は
'
二
社
の
「
現
代
文
」
　
の
教
科
書
　
(
尚
学
図
書
・
明

治
書
院
)
　
に
教
材
と
し
て
取
り
上
げ
て
あ
る
の
で
す
が
'
時
期
を
選

ん
で
、
た
と
え
ば
三
年
次
に
な
っ
て
改
め
て
芥
川
龍
之
介
の
を
読
む

の
と
、
今
読
む
の
ど
ち
ら
が
よ
り
理
解
が
深
ま
る
か
、
も
し
指
導
者

の
準
備
し
だ
い
で
可
能
な
ら
今
だ
と
考
え
へ
授
業
で
取
り
上
げ
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。

授
業
の
目
標
と
し
て
は
'
次
の
こ
と
を
考
え
ま
し
た
。

①
　
二
作
品
を
読
み
重
ね
、
作
中
人
物
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
像
を
と

ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
　
人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
つ
い
て
よ
り

深
-
考
え
る
。

②
　
作
中
人
物
を
と
お
し
て
'
作
者
芥
川
龍
之
介
の
人
間
観
に
つ

い
て
考
え
て
み
る
。

③
　
作
者
芥
川
龍
之
介
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
。

『
羅
生
門
』
　
で
は
、
作
中
人
物
の
心
理
を
鮮
明
に
浮
き
立
た
せ
る

た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
伏
線
が
は
っ
て
あ
り
ま
し
た
。
下
人
の
募
っ
て

い
-
孤
独
感
を
「
き
り
ぎ
り
す
」
　
の
動
き
に
よ
っ
て
表
現
し
た
り
、

精
神
的
に
未
熟
で
あ
っ
た
下
人
の
若
さ
を
「
赤
-
膿
を
も
っ
た
大
き

な
に
き
び
」
と
い
う
肉
体
的
な
特
徴
に
よ
っ
て
強
調
し
て
み
せ
た
り

し
て
い
ま
す
。
「
に
き
び
」
か
ら
手
を
離
し
て
老
婆
の
桧
皮
色
し
た

着
物
を
剥
ぎ
取
る
下
人
は
'
そ
の
精
神
的
末
熱
さ
を
同
時
に
剥
ぎ
取
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
芥
川
龍
之
介
は
、
主
人
公
や
そ
の
周
辺
に
い
る

人
々
の
変
貌
ぶ
り
に
、
構
成
の
う
え
で
も
巧
み
な
整
合
性
を
も
た
せ

て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
　
『
枯
野
抄
』
　
に
お
い
て
も
同
様
の
こ
と
が

い
え
ま
す
。
『
羅
生
門
』
　
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
生
徒
の

目
を
試
す
た
め
に
へ
　
『
枯
野
抄
』
　
で
は
何
に
注
目
さ
せ
る
と
よ
い
で

し
ょ
う
か
。
『
枯
野
抄
』
　
に
お
い
て
、
例
え
ば
'
芭
蕉
の
心
理
を
巧

み
に
演
出
し
て
い
る
も
の
と
し
て
何
か
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
、
何

か
な
い
で
し
ょ
う
か
。

『
枯
野
抄
』
　
で
は
'
『
花
屋
日
記
』
　
の
引
用
に
は
じ
ま
り
、
す
ぐ

に
元
禄
七
年
十
月
十
二
日
の
大
坂
町
家
の
風
景
の
描
写
に
移
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
と
き
、
芥
川
龍
之
介
は
妙
に
天
候
に
こ
だ
わ
っ
て
い
ま

す
。
史
実
に
基
づ
い
た
も
の
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
よ
う

な
解
釈
も
で
き
る
の
で
は
と
考
え
ま
し
た
。
雨
模
様
だ
っ
た
空
も
'

芭
蕉
が
終
蔦
を
迎
え
る
夕
刻
に
は
陰
暦
十
二
日
の
上
弦
の
月
が
姿
を

み
せ
る
-
ら
い
に
回
復
し
て
い
る
は
ず
で
す
。
が
、
臨
終
間
際
の
芭

蕉
の
目
に
も
門
弟
た
ち
の
日
に
も
そ
の
姿
が
映
っ
て
よ
い
は
ず
な
の

に
'
芥
川
龍
之
介
は
'
芭
蕉
の
目
に
は
「
一
痕
の
月
の
光
も
な
-
」
'

た
だ
枯
野
の
暮
色
だ
け
が
漂
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
だ
け
記

し
へ
　
そ
の
後
月
の
こ
と
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
ま
せ
ん
。
下
人
の

「
に
き
び
」
に
意
味
を
託
し
た
よ
う
に
、
こ
の
月
に
も
何
か
し
ら
の

意
味
を
込
め
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
仮
に
へ
光
の
消
え
た
月
を
芭
蕉

死
後
の
門
人
た
ち
に
、
そ
し
て
月
を
輝
か
せ
て
い
る
太
陽
に
芭
蕉
を

置
き
か
え
て
み
た
ら
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
。
実
は
へ
　
そ
の
設
定
に
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そ
っ
て
読
み
進
め
て
み
る
と
'
芥
川
龍
之
介
が
「
旅
に
病
ん
で
夢
は

枯
野
を
か
け
め
ぐ
る
」
の
1
句
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
の
か
、
ま

た
夏
目
淑
石
死
後
の
自
分
自
身
を
ど
う
み
て
い
た
か
が
よ
-
理
解
で

き
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
私
自
身
の
解
釈
で
し
か
な
い
の
で
す
が
'

他
に
も
伏
線
と
し
て
色
の
浅
黒
い
支
考
や
あ
ば
た
ず
ら
の
芭
蕉
な
ど

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
芥
川
龍
之
介
は
、
『
羅
生
門
』
と
同

様
に
『
枯
野
抄
』
　
に
お
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
伏
線
を
張
り
、

芭
蕉
の
死
に
際
し
て
の
門
弟
た
ち
一
人
一
人
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
、
次
々

と
み
ご
と
に
描
き
出
し
て
い
き
ま
す
。
『
羅
生
門
』
　
の
老
婆
の
こ
と

ば
が
下
人
を
か
え
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
、
門
人
た
ち
を
か
え
て
し
ま
っ

た
も
の
が
あ
る
は
ず
で
す
。
芭
蕉
の
生
前
は
何
と
も
思
わ
ず
そ
の
ま

ま
や
り
す
ご
せ
て
い
た
の
に
、
芭
蕉
の
死
や
門
人
た
ち
の
行
動
に
よ
っ

て
、
も
う
7
人
の
自
分
自
身
が
存
在
す
る
こ
と
に
気
が
つ
-
よ
う
に

な
る
。
『
枯
野
抄
』
　
か
ら
'
弟
子
た
ち
の
内
心
の
姿
に
気
づ
か
せ
た

も
の
を
、
ま
ず
と
ら
え
て
み
る
。
そ
し
て
、
弟
子
た
ち
の
本
来
の
姿

を
さ
ぐ
り
だ
し
て
み
る
。
そ
う
い
う
手
順
へ
　
そ
れ
は
『
羅
生
門
』
　
で

の
読
み
深
め
の
方
法
と
同
じ
も
の
で
す
が
、
そ
の
手
順
を
踏
め
ば
、

た
と
え
ば
へ
芭
蕉
の
生
き
様
と
自
分
の
生
き
様
と
が
決
定
的
に
違
っ

て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
自
己
の
現
実
的
・
享
楽
的
な
生
き
方
を
選
ん

だ
其
角
へ
芭
蕉
か
ら
得
た
光
(
門
人
た
ち
か
ら
の
高
い
評
価
)
　
に
満

足
し
て
い
た
自
己
の
内
心
へ
の
厳
し
い
批
評
の
存
在
を
意
識
し
て
異

常
な
興
奮
に
襲
わ
れ
涙
を
流
し
た
去
来
'
芭
蕉
に
対
し
て
も
誰
に
対

し
て
も
心
を
開
か
ず
1
定
の
距
離
を
置
い
て
接
す
る
生
き
方
を
買
い

て
い
た
支
考
な
ど
'
生
徒
た
ち
は
作
中
人
物
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
像
を

自
分
の
力
で
読
み
込
ん
で
い
く
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。

二
　
授
業
の
展
開
に
つ
い
て

『
羅
生
門
』
　
の
授
業
は
'
生
徒
に
質
問
し
な
が
ら
板
書
で
内
容
を

ま
と
め
て
い
-
と
い
う
、
ふ
だ
ん
ど
お
り
の
授
業
展
開
で
し
た
。
ど

の
ク
ラ
ス
も
六
時
間
の
時
間
配
当
で
終
え
て
い
ま
す
か
ら
へ
　
雑
談
の

時
間
を
考
え
合
わ
せ
る
と
か
な
り
早
い
ペ
ー
ス
で
授
業
を
進
め
て
い

た
と
も
い
え
ま
す
。
生
徒
は
板
書
を
写
す
の
が
た
い
へ
ん
だ
っ
た
よ

う
で
す
。
板
書
の
時
間
を
取
る
か
ら
と
い
っ
て
も
、
質
問
へ
説
明
に

耳
を
傾
け
る
よ
り
ま
ず
カ
リ
カ
リ
カ
リ
カ
リ
と
黒
板
を
写
し
て
い
る
.

板
書
は
'
内
容
の
図
式
化
を
中
心
に
し
た
も
の
で
す
。
授
業
の
前
の

教
材
研
究
の
際
に
は
'
こ
こ
で
は
こ
う
い
う
説
明
を
し
て
、
こ
こ
で

こ
れ
だ
け
は
生
徒
か
ら
聞
き
出
す
こ
と
な
ど
と
'
細
々
と
考
え
て
い

た
つ
も
り
な
の
で
す
が
へ
　
生
徒
か
ら
は
、
「
現
代
文
の
ノ
ー
ト
は
、

試
験
の
前
に
見
直
し
て
も
、
何
の
こ
と
か
よ
-
わ
か
ら
な
い
。
」
と

い
う
声
が
返
っ
て
き
ま
し
た
。
「
授
業
へ
　
聞
い
と
っ
た
ら
わ
か
る
は

ず
じ
ゃ
。
」
と
い
な
し
て
み
た
も
の
の
へ
　
図
式
化
だ
け
で
は
'
語
句

の
整
理
と
内
容
の
ま
と
め
に
は
な
っ
て
も
'
生
徒
が
理
解
を
、
自
分

の
考
え
を
深
め
る
た
め
の
も
の
に
な
ら
な
い
の
は
確
か
な
こ
と
の
よ

う
で
し
た
。
ノ
ー
ト
の
点
検
を
し
て
み
て
も
、
授
業
で
私
が
し
た
発

間
を
書
き
留
め
て
い
る
生
徒
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
ど
う
い
う

流
れ
の
な
か
で
こ
う
い
う
ま
と
め
が
な
さ
れ
た
の
か
、
時
間
が
た
て

ば
た
つ
は
ど
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
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そ
こ
で
へ
　
『
枯
野
抄
j
　
の
授
業
で
は
、
以
前
に
も
何
度
か
自
分
な

り
の
工
夫
と
し
て
取
り
組
ん
だ
こ
と
の
あ
る
、
サ
ブ
ノ
ー
ト
に
よ
る

授
業
展
開
を
考
え
ま
し
た
。
教
材
を
じ
っ
-
り
読
み
込
む
た
め
の
十

分
な
時
間
が
砿
保
L
に
-
い
現
実
の
な
か
で
'
投
げ
込
み
教
材
に
時

間
を
あ
ま
り
か
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
制
約
と
、
さ
き
ほ
ど

私
の
板
書
の
問
題
点
と
し
て
あ
げ
た
流
れ
の
不
明
確
さ
を
解
消
す
る

目
的
と
で
'
サ
ブ
ノ
ー
ト
を
用
い
た
授
業
展
開
と
な
っ
た
わ
け
で
す
。

こ
の
サ
ブ
ノ
ー
ト
は
'
簡
単
に
い
え
ば
、
板
書
予
定
の
事
項
の
う
ち
、

文
章
に
即
し
て
説
明
し
、
ま
と
め
て
い
っ
た
方
が
わ
か
り
や
す
い
と

思
わ
れ
る
箇
所
や
発
間
に
対
す
る
答
え
の
箇
所
を
空
欄
に
し
、
書
き

込
み
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
も
の
で
す
。
生
徒
が
授
業
に
積
極
的
に

取
り
組
め
る
よ
う
、
作
業
プ
リ
ン
ト
を
工
夫
さ
れ
て
'
利
用
さ
れ
て

い
る
先
生
方
も
多
-
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
と
思
う
の
で
す
が
へ
　
こ

の
サ
ブ
ノ
ー
ト
で
は
'
自
分
で
何
か
を
調
べ
て
-
る
と
い
う
よ
う
な

生
徒
自
身
の
活
動
は
あ
ま
り
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
あ
と
に

な
っ
て
そ
こ
に
大
き
な
問
題
が
あ
っ
た
な
と
気
が
つ
い
た
の
で
す
が
'

授
業
者
で
あ
る
私
の
伝
え
た
い
こ
と
が
確
実
に
伝
わ
る
よ
う
に
と
い

う
思
い
が
強
す
ぎ
、
生
徒
か
ら
何
か
を
引
き
出
し
て
い
-
と
い
う
点

で
は
不
十
分
な
も
の
に
な
り
ま
し
た
。
な
お
、
サ
ブ
ノ
ー
ト
を
作
る

に
あ
た
っ
て
は
へ
　
そ
の
一
時
間
の
授
業
で
考
え
よ
う
と
す
る
こ
と
を

(
Q
V
で
示
し
、
ま
た
図
式
化
も
取
り
入
れ
て
内
容
の
整
理
が
で
き

る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

三
　
『
枯
野
抄
』
　
の
指
導
過
程

(
第
1
時
)

ま
ず
、
序
段
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
芭
蕉
辞
世
の
句
「
旅
に
病
ん
で

夢
は
枯
野
を
か
け
め
ぐ
る
」
　
か
ら
、
「
夢
」
と
こ
の
作
品
の
題
に
も

な
っ
て
い
る
「
枯
野
」
の
風
景
と
を
生
徒
に
自
由
に
想
像
さ
せ
ま
す
。

次
に
'
支
考
r
笈
日
記
j
　
に
記
さ
れ
て
い
る
推
敵
前
の
句
「
旅
に
病

ん
で
な
は
か
け
め
ぐ
る
ゆ
め
心
」
と
比
較
読
み
を
し
ま
す
。
実
際
の

授
業
で
は
、
『
芭
蕉
翁
反
古
文
』
　
そ
の
他
の
文
献
に
つ
い
て
も
取
り

あ
げ
、
三
句
で
比
較
し
て
み
た
の
で
す
が
へ
芥
川
龍
之
介
の
人
物
設

定
を
み
た
と
き
、
こ
こ
で
取
り
あ
げ
た
二
つ
の
句
で
十
分
と
思
い
ま

す
。
支
考
が
比
較
し
た
二
つ
の
句
で
は
、
「
夢
」
あ
る
い
は
「
ゆ
め

心
」
と
記
さ
れ
て
い
る
芭
蕉
の
風
雅
を
追
い
求
め
る
心
に
微
妙
に
違

い
が
あ
る
よ
う
で
す
。
推
敵
前
の
句
で
は
'
病
臥
に
あ
り
死
を
迎
え

る
か
も
知
れ
ぬ
自
分
で
は
あ
っ
て
も
、
自
分
の
夢
だ
け
は
そ
れ
で
も

や
は
り
の
ち
の
世
に
引
き
継
が
れ
て
い
-
と
強
-
い
い
き
っ
て
い
る

の
に
対
し
て
、
推
蔽
後
の
句
で
は
自
分
の
夢
が
「
枯
野
」
と
い
う
寒
々

と
し
た
風
景
の
な
か
を
吹
き
す
さ
ぶ
風
の
よ
う
に
し
か
表
現
さ
れ
て

い
な
い
点
を
押
さ
え
て
お
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
推
敵
後
の
句
は
、

「
枯
野
」
を
俳
詔
を
芸
術
と
し
て
完
成
さ
せ
る
こ
と
の
田
難
さ
を
示

唆
す
る
言
葉
と
読
み
と
り
、
病
臥
と
い
う
逆
境
に
あ
っ
て
も
風
雅
を

追
い
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
芭
蕉
自
身
の
決
意
に
満
ち

た
生
き
様
を
表
出
し
た
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
が
、

そ
の
7
方
で
、
自
己
の
風
雅
を
追
い
求
め
る
心
が
死
後
行
き
場
を
失
っ
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て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
読
み
も
で
き
る
句
に
な
っ
て
い
る
点
を
見

逃
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
の
解
釈
に
し
て
も
'
『
枯
野
抄
L

で
は
、
芭
蕉
自
身
で
は
な
-
'
支
考
が
こ
の
句
を
芭
蕉
辞
世
の
句
と

し
た
の
な
ら
へ
　
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
を
考
え
て
い
-
こ
と
が
作
品
の

テ
ー
マ
に
迫
る
鍵
に
な
る
と
考
え
ま
し
た
。
こ
の
問
題
を
全
編
を
通

し
て
考
え
て
い
-
課
題
と
し
て
い
-
こ
と
を
生
徒
に
つ
か
ま
せ
て
お

き
ま
す
。

(
第
二
時
)

全
文
を
通
託
し
ま
す
0
第
一
段
で
'
枯
野
の
風
景
を
演
出
す
る
'

芭
蕉
臨
終
の
日
の
天
候
の
推
移
を
'
時
間
の
経
過
と
と
も
に
押
さ
え

ま
す
。
第
三
段
に
入
り
'
月
の
光
と
い
う
'
実
際
に
は
見
え
る
は
ず

の
も
の
が
見
え
な
い
枯
野
の
風
景
が
暗
示
す
る
も
の
は
何
な
の
か
、

芭
蕉
の
心
象
風
景
を
考
え
さ
せ
る
た
め
で
す
。
第
二
段
で
'
登
場
人

物
の
概
略
を
表
現
に
即
し
て
ま
と
め
さ
せ
ま
す
。
『
羅
生
門
』
　
の
下

で
雨
や
み
を
待
っ
て
い
た
下
人
と
同
じ
よ
う
に
、
自
己
の
内
心
の
エ

ゴ
イ
ズ
ム
に
気
が
つ
い
て
い
な
い
へ
　
芭
蕉
高
弟
た
ち
の
そ
れ
ら
し
い

姿
が
措
写
さ
れ
て
い
ま
す
。
著
名
な
門
人
た
ち
に
つ
い
て
は
へ
　
『
日

本
古
典
文
学
大
辞
典
』
な
ど
を
参
照
さ
せ
て
、
史
実
に
忠
実
な
点
な

ど
補
足
説
明
を
加
え
て
お
き
ま
す
。

(
第
三
時
)

第
三
段
へ
　
芭
蕉
の
視
線
の
な
か
に
現
実
に
反
し
て
一
痕
の
月
の
光

も
な
い
枯
野
の
風
景
が
写
っ
て
い
た
と
い
う
表
現
に
注
目
さ
せ
、
弟

子
た
ち
の
姿
が
写
っ
て
い
な
か
っ
た
理
由
を
考
え
さ
せ
ま
す
。
身
近

に
い
る
弟
子
の
姿
が
見
え
な
い
の
は
き
わ
め
て
不
自
然
な
設
定
で
す
。

そ
の
虚
構
が
、
実
は
芭
蕉
の
弟
子
た
ち
へ
の
評
価
に
も
つ
な
が
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
ま
す
。
芭
蕉
を
太
陽
に
'
弟
子
た
ち
を
月

に
み
た
て
、
「
芭
蕉
が
旅
を
し
て
い
-
枯
野
に
誰
も
い
な
い
の
は
な

ぜ
か
。
」
「
死
ぬ
間
際
の
芭
蕉
の
目
に
写
っ
た
も
の
は
何
か
」
と
い
う

問
を
授
業
の
中
心
に
お
い
て
'
芭
蕉
が
生
前
か
ら
門
人
た
ち
を
ど
う

み
て
い
た
か
そ
の
人
間
模
様
を
読
み
と
っ
て
い
-
こ
と
に
し
ま
す
。

(
第
四
時
以
降
)

段
落
を
迫
っ
て
へ
　
個
々
の
登
場
人
物
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
ま

す
。
人
の
死
に
際
し
て
の
'
当
時
の
一
般
的
な
人
々
の
態
度
・
考
え

方
を
代
表
す
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
治
郎
兵
衛
の
人
間
像
を

ま
ず
押
さ
え
へ
芭
蕉
の
高
弟
た
ち
と
比
較
し
て
い
き
ま
す
。
次
に
、

芭
蕉
の
弟
子
た
ち
1
人
ひ
と
り
に
つ
い
て
、
自
己
の
内
心
の
エ
ゴ
イ

ズ
ム
に
気
が
つ
い
て
い
-
契
機
に
な
っ
た
も
の
を
押
さ
え
へ
　
そ
れ
ぞ

れ
の
変
容
を
と
ら
え
て
い
き
ま
す
。
木
節
は
他
の
門
人
た
ち
の
視
線

か
ら
、
其
角
は
木
節
の
表
情
、
去
来
は
其
角
の
視
線
へ
　
丈
草
と
乙
州

は
正
秀
の
働
実
か
ら
自
己
の
内
心
の
姿
を
み
つ
め
は
じ
め
ま
し
た
。

支
考
は
芭
蕉
の
死
そ
の
も
の
が
支
考
自
身
を
鋭
-
み
つ
め
さ
せ
る
も

の
に
な
り
ま
し
た
o
も
う
1
人
の
自
分
を
み
つ
め
は
じ
め
た
結
果
、

た
と
え
ば
、
去
来
で
あ
れ
ば
、
芭
蕉
の
存
在
を
抜
き
に
し
て
自
己
の

高
い
評
価
が
あ
り
え
な
い
、
ま
さ
に
太
陽
の
光
を
受
け
て
闇
夜
に
輝

-
月
で
あ
っ
た
自
分
自
身
に
気
が
つ
い
て
い
き
ま
す
。
そ
の
道
筋
を

サ
ブ
ノ
ー
ト
に
そ
っ
て
図
式
化
L
へ
間
に
よ
り
ま
と
め
て
い
き
ま
す
。

人
格
者
と
し
て
世
評
高
い
去
来
で
す
ら
へ
　
芥
川
龍
之
介
の
目
を
通
し

て
み
た
と
き
へ
　
芭
蕉
の
跡
を
継
ぐ
者
に
な
り
え
な
か
っ
た
点
を
押
さ
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え
、
冒
頭
の
芭
蕉
の
辞
世
の
句
に
戻
り
ま
す
。
支
考
で
は
芥
川
龍
之

介
と
の
類
似
点
に
留
意
し
、
「
旅
に
病
ん
で
夢
は
枯
野
を
か
け
め
ぐ

る
」
を
師
芭
蕉
辞
世
の
句
と
し
た
理
由
に
も
な
っ
て
い
る
「
枯
野
の

た
だ
中
も
'
花
屋
の
裏
座
敷
も
'
た
い
し
た
相
違
が
あ
る
わ
け
で
は

な
-
'
芭
蕉
は
限
り
な
い
人
生
の
枯
野
の
中
で
野
ざ
ら
し
に
な
っ
た

と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い
」
と
い
う
支
考
の
心
情
、
心
理
を
読
み
と
っ

て
い
き
ま
す
。
同
時
に
へ
　
支
考
の
　
「
本
来
薄
情
に
出
来
上
が
っ
た
自

分
た
ち
人
間
」
と
い
う
人
間
観
を
押
さ
え
て
お
き
ま
す
。
夏
目
淑
石

死
後
の
芥
川
龍
之
介
の
心
情
を
代
弁
さ
せ
た
と
も
と
れ
る
丈
草
な
ど
、

そ
の
他
の
門
人
た
ち
に
つ
い
て
も
一
人
ひ
と
り
の
人
間
像
を
と
ら
え

て
い
き
へ
　
そ
の
都
度
辞
世
の
句
い
に
詠
ま
れ
た
「
枯
野
」
　
の
風
景
の

意
味
を
読
み
ふ
か
め
て
い
き
ま
す
。

(
最
終
時
)

門
人
た
ち
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
一
覧
表
に
よ
り
再
度
明
ら
か
に
し
、

芭
蕉
の
目
に
写
っ
て
い
た
「
枯
野
」
　
の
風
景
を
芭
蕉
の
孤
高
を
訴
え

か
け
る
も
の
と
し
て
'
ま
た
人
間
不
信
の
芭
蕉
の
心
象
風
景
と
し
て

読
み
取
ら
せ
ま
す
。
ま
と
め
と
し
て
、
『
あ
る
阿
呆
の
一
生
』
　
の
う

ち
、
『
羅
生
門
』
・
『
枯
野
抄
』
　
の
創
作
に
関
連
の
あ
る
も
の
へ
　
夏

目
淑
石
の
死
に
か
か
わ
り
の
あ
る
も
の
、
そ
し
て
芥
川
龍
之
介
自
身

の
死
に
つ
い
て
ふ
れ
た
も
の
を
抜
粋
し
て
読
ま
せ
ま
す
。
選
び
だ
し

た
牽
段
は
'
「
七
　
画
/
十
　
先
生
/
十
一
夜
明
け
/
十
三
　
先

生
の
死
/
二
十
二
　
或
画
家
/
四
十
九
　
剥
製
の
白
鳥
/
五
十
1

敗
北
」
　
の
七
草
で
す
。
激
石
の
推
挽
に
よ
り
文
壇
に
登
場
し
た
芥
川

龍
之
介
が
淑
石
の
死
に
何
を
感
じ
た
の
か
、
『
枯
野
抄
』
　
に
描
か
れ

た
芭
蕉
へ
門
人
た
ち
の
姿
と
と
も
に
雄
弁
に
語
っ
て
-
れ
て
い
ま
す
。

読
後
の
感
想
文
を
課
し
ま
す
。

(
個
々
の
門
人
ご
と
の
授
業
の
具
体
的
な
展
開
に
つ
い
て
は
へ
　
サ
ブ

ノ
ー
ト
を
ご
参
照
-
だ
さ
い
。
)

四
　
反
省
と
課
題

教
員
に
な
っ
た
ば
か
り
の
こ
ろ
へ
　
教
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
「
教
材
を
教
え
る
の
で
は
な
-
'
教
材
で
教
え
る
よ
う
に
」

と
い
う
こ
と
で
す
。
『
枯
野
抄
』
　
を
授
業
で
取
り
上
げ
た
と
き
へ
　
は

じ
め
は
教
材
を
使
っ
て
自
分
が
生
徒
に
伝
え
た
い
こ
と
を
伝
え
よ
う

と
し
て
い
る
つ
も
り
で
い
ま
し
た
。
(
人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
つ
い

て
)
、
「
教
材
で
教
え
て
」
　
て
い
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
で
す
が
、
は
た

し
て
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
今
は
思
っ
て
い
ま
す
。
『
枯
野

抄
』
　
は
自
分
に
と
っ
て
魅
力
の
あ
る
作
品
で
す
.
正
芳
の
働
笑
を
咲

笑
と
妄
想
を
抱
い
た
丈
草
の
よ
う
に
、
自
分
の
「
い
ま
」
　
に
引
き
つ

け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
'
自
分
に
は
よ
-
わ
か
る
よ
う

な
気
が
し
た
の
で
す
。
実
際
'
八
人
の
門
弟
た
ち
の
人
間
像
を
サ
ブ

ノ
ー
ト
の
ま
と
め
の
よ
う
に
で
き
た
の
も
、
自
分
に
'
あ
る
い
は
自

分
の
身
近
な
人
間
に
そ
う
い
う
面
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
授
業
で
取

り
上
げ
よ
う
て
み
よ
う
と
す
る
と
き
、
生
徒
を
中
心
に
据
え
て
の
'

何
か
は
っ
き
り
し
た
教
材
選
択
の
理
由
が
な
け
れ
ば
そ
れ
は
教
材
を

教
え
て
い
た
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
う
1
　
つ
、
新
任
時
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
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す
'
「
授
業
の
準
備
を
し
っ
か
り
す
る
よ
う
に
。
そ
の
た
め
に
は
、

授
業
の
は
じ
め
に
試
験
問
題
ま
で
作
っ
て
お
-
べ
き
だ
」
。
も
ち
ろ

ん
、
授
業
で
の
生
徒
の
反
応
を
み
て
、
試
験
問
題
の
変
更
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
だ
と
い
う
'
留
保
条
件
付
き
の
こ

と
ば
だ
っ
た
の
で
す
が
、
私
の
今
回
の
授
業
は
へ
　
そ
の
こ
と
ば
ど
お

り
試
験
の
こ
と
ま
で
へ
　
ほ
ぼ
自
分
の
案
が
固
ま
っ
て
か
ら
し
た
も
の

で
す
。
生
徒
の
初
発
の
感
想
か
ら
疑
問
点
を
拾
い
出
し
て
'
そ
れ
を

と
も
に
考
え
る
と
い
う
手
順
を
踏
ん
で
は
い
な
い
へ
　
ま
さ
に
教
師
主

導
の
も
の
で
し
た
。
変
更
は
あ
り
う
る
と
思
っ
て
い
て
も
、
は
じ
め

て
し
ま
う
と
な
か
な
か
自
分
の
枠
か
ら
で
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

で
'
生
徒
も
自
分
の
考
え
の
枠
の
中
に
押
し
込
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た

よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

生
徒
の
感
想
文
を
読
む
と
へ
　
こ
の
教
材
が
高
校
1
年
生
に
と
っ
て

本
当
に
む
ず
か
し
い
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

①
の
生
徒
の
感
想
文
な
ど
典
型
的
な
例
で
'
よ
-
書
け
て
い
る
と
は

思
い
ま
す
が
、
枠
に
は
ま
っ
た
文
章
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
面
も
あ

る
の
で
す
。
表
現
の
指
導
が
不
十
分
で
そ
う
な
っ
た
と
い
う
こ
と
も

あ
る
の
で
す
が
、
自
分
の
考
え
が
で
て
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
'

教
材
を
教
え
る
こ
と
は
ま
あ
ま
あ
無
難
に
い
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、

本
人
の
力
を
引
き
だ
し
伸
ば
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
他
な
り
ま

せ
ん
。
あ
る
程
度
ま
で
つ
か
ん
だ
ら
へ
　
ぼ
-
の
顔
に
泥
を
か
ぶ
せ
る

よ
う
な
文
句
の
一
つ
二
つ
い
っ
て
も
自
分
な
り
の
何
か
を
つ
か
ん
で

-
れ
た
方
が
い
い
。
今
回
の
授
業
へ
だ
い
た
い
自
分
の
予
定
ど
お
り

い
っ
た
、
し
か
し
、
な
の
で
す
。

以
前
勤
務
し
て
い
た
高
等
学
校
の
「
国
語
I
」
の
授
業
で
田
宮
虎

彦
氏
の
『
沖
縄
の
手
記
か
ら
』
を
扱
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
授
業

後
の
生
徒
感
想
文
に
'
「
中
学
校
で
も
習
っ
た
。
ま
た
平
和
の
教
材

か
t
　
と
思
っ
て
、
あ
ま
り
お
も
し
ろ
-
な
か
っ
た
。
し
か
し
'
今
度

は
な
ん
と
な
-
よ
-
わ
か
っ
た
気
が
し
た
。
」
　
と
書
い
た
も
の
が
あ

り
ま
し
た
　
(
し
ま
っ
た
と
思
い
、
後
で
確
か
め
て
み
る
と
、
確
か
に

光
村
の
中
三
国
語
教
科
書
と
の
重
複
教
材
で
し
た
)
。
そ
れ
に
加
え

て
自
分
の
体
験
を
交
え
な
が
ら
戦
争
に
つ
い
て
語
っ
て
い
ま
し
た
。

『
沖
縄
の
手
記
か
ら
』
　
の
授
業
で
は
'
「
単
元
名
に
『
真
実
の
記
録
』

と
あ
る
け
れ
ど
へ
　
そ
れ
は
当
間
キ
ヨ
の
よ
う
に
、
自
分
は
負
傷
者
を

見
捨
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
、
ぼ
-
か
ら
見
れ
ば
人
間
と
し

て
当
り
前
の
よ
う
な
生
き
方
を
貫
こ
う
と
す
る
人
が
死
ん
で
し
ま
う

の
が
戦
争
の
真
実
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
。
ど
ん
な
状
況
下
で
あ
っ
て

も
、
当
問
キ
ヨ
の
よ
う
な
純
粋
な
人
間
が
い
る
の
だ
か
ら
そ
れ
を
み

な
ら
い
な
さ
い
と
い
う
ん
じ
ゃ
な
い
ん
だ
。
」
と
話
し
て
'
そ
れ
を

自
分
な
り
に
受
け
と
め
、
考
え
を
進
め
て
く
れ
て
い
た
。
そ
し
て
へ

自
分
が
教
え
よ
う
と
し
た
以
上
の
こ
と
を
自
分
の
力
で
つ
か
み
と
ろ

う
と
し
て
い
た
こ
と
を
、
す
ご
-
う
れ
し
い
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。

生
徒
に
そ
の
教
材
で
何
を
教
え
よ
う
と
す
る
の
か
'
自
分
の
一
人

よ
が
り
で
な
い
も
の
を
つ
-
り
だ
せ
る
よ
う
、
生
徒
を
そ
し
て
自
分

の
足
も
と
を
見
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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KCTIKUHqE?SI33皿IWM-MAoa

r括野抄Llを挟むと、今まで私自身が惑じながらも否定していた思いを`改めて昌の前に見せつけられた

if.ォK31re>niTi虎Egl嗣EJ伯HSU㌫EH印では。PHE臼AMEH印KfcKfcg]凶aria

a<3書丁

私はこの玉を臨んだとき、とても坤くなったような愚じがしまし蝣ォL"v<ぜならこの本で111'人昭のきたな

い心が、すべて措かれていたような気がしたからです'人間の表面ではなく、その表面にかくVI-れている其

底の配分です.

3E2鮎がEEadfrwiwra田asエil印QEflEI田iォsmォgH願脇田郡は昭AISIKH。rasa日間思

が持っている去当の19韓だと思いますt私も12父が死んだ'均.とても悲しみました.打めての鼻tEの死で.

害い,Ltう.Dないくらい悲しかったです`それをCZJ分ではめようとした時、自分の性格がと一、もいやになりま

した'

また'私がこの本の登場人初の中でr番兵味を感じたのH支考です'私は元号のr椎に対してJ心JF.開か

ず.L定の匹雛を置いて穣する生き方jiruう苦ってt.t変かもし1:ませんが'あこがi:のような感情A,抱

いています'というより'支考の生き方にとてもよく瓜i.人を知っていて、その人の生き方にあこがれてい

た.という方が正しいかもしれません'その人は誰からもたよりLJされて'侶翻されてもいるのですが~い

くら仲の艮い友・St!対しても.表面では打ち解けているように見えて'本当は八〇パーセントぐらいしか打

ち解けていないよう1-人です'私は'その人のl番の理解者になれたらなあtといつも思っています'

Egq闇C. H細りE33玩恒HWcwiia月E'Tm'T^x*cT^JMtVJIJ脱iEg眉I・アS印asj且Mサrォn;

かりが見えて'あまりにも悲しすぎると思いました'




