
ど
こ
ま
で
教
材
の
　
「
お
も
し
ろ
さ
」
　
に
迫
ら
せ
る
か

授
業
の
願
い
と
し
て
は
生
徒
の
個
々
が
乗
気
に
な
っ
て
'
進
ん
で

取
組
み
へ
　
学
習
そ
の
も
の
に
満
足
す
る
よ
う
な
授
業
を
'
絶
え
ず
創

り
出
し
た
い
。
そ
れ
に
は
、
生
徒
に
と
っ
て
　
「
自
分
の
考
え
や
自
分

の
作
業
が
'
授
業
の
中
に
生
き
て
い
る
、
生
か
さ
れ
て
い
る
実
感
」

「
自
分
が
疑
問
を
持
ち
、
追
求
し
'
想
像
し
'
見
つ
け
だ
す
発
見
的

活
動
」
「
自
分
の
考
え
が
全
体
の
中
に
開
放
さ
れ
、
全
体
の
展
開
や

成
果
が
、
自
分
の
内
部
に
回
帰
し
定
着
す
る
循
環
作
用
」
が
、
常
に

学
習
活
動
を
支
え
て
い
る
こ
と
が
、
基
本
的
に
必
要
で
あ
る
。
こ
の

立
場
か
ら
考
え
る
と
、
教
師
は
「
生
徒
の
持
た
な
い
価
値
あ
る
こ
と
」

を
「
教
え
こ
む
」
人
で
あ
る
よ
り
も
'
「
生
徒
が
新
た
な
価
値
あ
る

も
の
を
、
自
分
の
力
で
つ
か
も
う
と
す
る
こ
と
」
を
'
「
励
ま
し
、

支
え
る
」
人
で
あ
り
た
い
。

そ
れ
は
　
「
生
徒
の
自
主
学
習
を
大
切
に
す
る
ゆ
え
に
、
教
師
は
学

習
の
傍
ら
に
お
れ
ば
よ
い
」
と
い
う
、
「
手
抜
き
」
を
意
味
し
な
い
。

生
徒
に
「
価
値
あ
る
」
疑
問
を
持
た
せ
へ
　
そ
れ
を
追
求
さ
せ
、
価
値

あ
る
成
果
を
得
さ
せ
る
た
め
に
へ
　
教
師
は
常
に
へ
一
層
広
-
'
深
い

教
材
観
を
持
つ
こ
と
に
努
め
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
適
切
な
場

r
*
-
-
サ
　
倍
　
棋
　
控

面
で
の
適
切
な
教
師
の
発
言
が
'
生
徒
の
一
層
深
い
追
求
の
態
度
・

能
力
を
導
き
出
す
。
そ
の
よ
う
な
生
徒
の
活
動
を
導
き
出
す
こ
と
が

で
き
る
た
め
に
は
'
教
師
自
身
が
絶
え
ず
「
価
値
あ
る
」
疑
問
を
生

み
出
し
、
常
に
「
問
い
」
を
持
ち
続
け
る
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
、
気
に
し
な
い
で
通
り
す
ぎ
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
に
も
気

を
つ
け
へ
　
そ
の
意
味
を
考
え
る
態
度
・
能
力
を
育
て
る
。

『
徒
然
草
』
第
十
一
段
に
は
「
神
無
月
の
こ
ろ
、
栗
栖
野
と
い
ふ

所
を
過
ぎ
て
'
あ
る
山
里
に
た
づ
ね
入
る
こ
と
は
べ
り
L
に
」
　
と
あ

る
。
栗
栖
野
を
過
ぎ
た
次
の
山
里
は
'
正
確
に
言
え
ば
「
小
野
」
で

あ
る
O
　
そ
れ
を
小
野
と
書
か
ず
に
、
な
ぜ
　
「
あ
る
山
里
」
と
書
い
た

の
か
、
と
い
う
こ
と
を
気
に
か
け
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
な
ぜ
か
。

後
の
文
に
批
判
的
な
内
容
が
あ
る
か
ら
、
わ
ざ
と
小
野
を
ぼ
か
し
て

「
あ
る
山
里
」
と
告
い
た
と
考
え
る
と
、
お
も
し
ろ
い
解
釈
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
小
野
」
と
作
者
兼
好
と
の
関
係
を
考
え
る
と
'

出
家
の
は
じ
め
、
三
十
歳
ご
ろ
の
兼
好
が
小
野
に
土
地
を
求
め
た
こ

と
が
分
か
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
土
地
の
実
地
検
分
に
行
っ
た
と
も



考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
私
事
に
わ
た
る
ゆ
え
に
「
小
野
」
と
書
か
ず

に
　
「
あ
る
山
里
」
　
と
し
た
と
い
う
心
理
も
読
み
取
れ
る
。
そ
こ
で
小

野
に
土
地
を
購
入
し
た
、
出
家
し
た
ば
か
り
の
兼
好
を
考
え
る
と
'

閑
寂
な
草
庵
に
対
し
て
、
「
か
-
て
も
あ
ら
れ
け
る
よ
と
、
あ
は
れ

に
見
る
」
と
い
う
、
極
端
な
感
動
的
表
現
の
背
景
も
よ
-
わ
か
る
。

出
家
・
遁
世
の
ベ
テ
ラ
ン
で
な
い
'
言
わ
ば
新
人
世
捨
人
と
し
て
の

兼
好
の
目
に
は
へ
　
こ
の
山
里
の
草
庵
の
た
た
ず
ま
い
は
、
真
に
感
動

に
価
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
「
か
く
て
も
あ
ら
れ
け

る
よ
」
　
に
は
'
先
輩
世
捨
人
へ
の
尊
敬
と
、
こ
れ
か
ら
の
自
分
へ
の

決
意
が
こ
も
っ
て
い
る
。

「
あ
る
山
里
」
と
は
何
で
あ
る
か
を
問
題
に
す
る
時
に
、
こ
こ
に

述
べ
た
よ
う
な
、
興
味
深
い
読
み
が
成
立
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で

あ
る
。「

こ
の
木
な
か
ら
ま
し
か
ば
」
に
つ
い
て
は
へ
　
「
こ
の
木
が
な
か
っ

た
ら
ど
ん
な
に
よ
か
っ
た
ろ
う
。
こ
の
木
が
あ
る
ぽ
っ
か
り
に
が
っ

か
り
し
た
よ
」
と
い
う
補
充
的
解
釈
が
一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
「
こ
の
木
」
を
「
こ
の
囲
ひ
」
と
勘
違
い
し
た
誤
読
で
あ
る
。

「
こ
の
囲
い
が
な
け
れ
ば
ど
ん
な
に
よ
か
っ
た
ろ
う
。
こ
の
囲
い
が

あ
る
ぽ
っ
か
り
に
が
っ
か
り
し
た
よ
」
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
筋
が
通

る
。
鈴
な
り
の
蜜
柑
の
「
木
」
が
あ
る
こ
と
は
「
が
っ
か
り
す
る
」

原
因
に
は
な
ら
な
い
。
こ
う
見
る
と
、
「
な
か
ら
ま
し
か
ば
」
　
に
つ

け
加
え
る
補
充
的
解
釈
は
'
通
念
の
解
釈
と
は
異
な
っ
た
も
の
に
な

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
こ
の
木
」
を
正
確
に
読
む
と
'
「
こ
の
木

が
な
か
っ
た
な
ら
、
囲
い
を
作
る
気
も
起
こ
さ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
に
。

鈴
な
り
の
木
が
あ
る
ぽ
っ
か
り
に
'
優
雅
な
脱
俗
の
気
構
え
に
ち
ょ
っ

と
す
き
が
出
来
て
'
欲
の
心
が
芽
生
え
、
つ
い
囲
い
を
作
る
結
果
に

な
っ
た
の
だ
。
人
問
っ
て
も
ろ
い
と
こ
ろ
が
あ
る
も
の
だ
」
と
い
う

よ
う
な
読
み
が
'
生
み
出
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。

『
徒
然
草
』
第
五
十
二
段
「
仁
和
寺
に
あ
る
法
師
(
石
清
水
)
」

を
「
う
か
つ
な
法
師
の
失
敗
談
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
単
純
に
批
判

的
に
読
む
通
念
が
あ
る
。
「
案
内
人
を
連
れ
て
い
か
な
か
っ
た
ば
か

り
に
'
と
ん
だ
失
敗
を
し
た
」
と
。

仁
和
寺
か
ら
石
清
水
ま
で
を
含
ん
だ
地
図
を
見
な
が
ら
へ
　
「
た
だ

ひ
と
り
、
か
ち
よ
り
ま
う
で
け
り
」
　
の
具
体
的
意
味
を
正
確
に
つ
か

む
こ
と
に
よ
っ
て
へ
　
「
失
敗
・
滑
稽
談
」
と
い
う
通
念
的
解
釈
を
越

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
寺
仁
和
寺
の
老
僧
で
あ
れ
ば
、
弟
子
た
ち

も
多
-
い
た
に
違
い
な
い
。
地
図
を
見
る
と
片
道
十
八
キ
ロ
ぐ
ら
い
、

京
都
北
西
部
の
仁
和
寺
か
ら
南
西
部
の
外
れ
の
石
清
水
ま
で
'
お
よ

そ
桂
川
に
沿
っ
た
み
ち
の
り
が
'
見
え
て
く
る
。

老
僧
の
往
復
三
十
数
キ
ロ
の
長
途
の
旅
を
、
弟
子
僧
た
ち
は
心
配

し
た
だ
ろ
う
。
お
供
を
申
し
出
た
者
も
い
た
に
違
い
な
い
。
「
せ
め

て
桂
川
の
下
り
舟
に
乗
っ
て
、
石
清
水
の
至
近
の
岸
で
下
船
す
れ
ば
'

途
は
近
い
し
体
は
楽
で
す
」
と
、
老
僧
に
説
得
を
試
み
た
者
も
い
た

に
違
い
な
い
。
け
れ
ど
も
老
僧
は
お
供
を
断
り
へ
　
舟
下
り
も
拒
否
し

た
。
兼
好
が
こ
と
さ
ら
に
書
い
た
「
た
だ
ひ
と
り
か
ち
よ
り
ま
う
で

け
り
」
を
'
「
た
っ
た
ひ
と
り
で
歩
い
て
行
っ
た
」
と
、
単
純
な
言

い
換
え
で
す
ま
し
て
は
な
ら
な
い
。
「
(
供
も
連
れ
ず
に
)
　
た
だ
ひ
と

り
で
'
(
下
り
舟
に
も
乗
ら
ず
に
)
歩
い
て
行
っ
た
」
と
読
ん
で
こ



そ
、
こ
の
法
師
の
行
動
の
原
理
を
、
深
-
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
法
師
の
意
識
と
し
て
は
'
お
供
の
世
話
を
受
け
な
が
ら
楽
な

旅
を
す
る
こ
と
や
、
楽
な
船
旅
を
楽
し
む
よ
う
な
こ
と
は
'
参
詣
の

道
中
と
し
て
は
全
-
考
え
ら
れ
も
し
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な

い
。
そ
れ
は
遊
山
の
旅
で
あ
っ
て
も
、
真
の
信
仰
の
名
に
価
し
な
い
。

信
仰
と
は
　
「
歩
-
」
　
こ
と
だ
と
い
う
堅
い
信
念
が
、
こ
の
法
師
の
行

動
の
原
理
で
あ
る
.
『
源
氏
物
語
』
　
の
「
玉
章
」
　
の
巻
に
、
玉
蔓
を

し
て
石
清
水
と
初
潮
寺
に
参
詣
さ
せ
る
に
当
た
っ
て
　
「
こ
と
さ
ら
に

か
ち
よ
り
と
さ
だ
め
た
り
」
と
あ
る
。
あ
ら
た
か
な
霊
験
を
希
求
す

る
た
め
の
徒
歩
参
詣
で
あ
っ
た
。
徒
然
草
の
作
者
が
'
「
玉
堂
」
　
を

背
景
に
置
い
た
と
考
え
れ
ば
お
も
し
ろ
い
。
こ
の
「
堅
い
信
念
」
は
'

後
に
山
上
　
(
実
は
本
殿
)
　
に
上
る
人
た
ち
を
見
て
、
1
且
は
見
た
い

と
思
っ
た
も
の
の
へ
　
「
神
へ
参
る
こ
そ
本
意
な
れ
」
　
と
思
い
返
し
て
'

「
山
ま
で
は
見
ず
」
　
に
自
分
だ
け
淀
か
ら
引
き
返
し
た
行
動
に
も
通

じ
る
。
つ
ま
り
こ
の
法
師
の
行
動
は
'
「
真
の
信
仰
」
を
体
現
し
よ

う
と
い
う
堅
い
決
意
に
買
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
供
が
い
れ
ば
、
ま
た
下
り
舟
に
乗
っ
て
お
れ
ば
、
お
供
や
船
頭
、

あ
る
い
は
乗
り
合
い
舟
の
相
客
に
、
石
清
水
の
地
形
に
つ
い
て
情
報

を
得
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
好
奇
心
に
引
か
れ
て

人
々
に
つ
い
て
山
に
上
っ
て
い
た
ら
'
間
違
い
な
-
ご
本
殿
を
参
拝

で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
の
ほ
う
　
実
は
法
師
の

ま
じ
め
な
　
「
黄
の
信
仰
」
　
の
堅
い
態
度
に
よ
る
。
あ
ま
り
に
も
真
剣

な
堅
い
信
仰
心
に
よ
っ
て
へ
　
つ
い
に
失
敗
し
た
と
い
う
の
が
'
こ
の

法
師
の
行
動
の
実
態
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
読
む
と
　
「
う
か
つ
な
法
師
の
滑
稽
な
失
敗
談
」
　
と
か

た
づ
け
て
し
ま
え
な
い
も
の
が
あ
る
。
ま
じ
め
に
真
剣
に
行
動
し
た

こ
と
が
、
つ
い
失
敗
を
引
き
起
こ
し
た
と
い
う
'
人
間
の
も
ろ
さ
の

よ
う
な
も
の
が
'
一
種
の
ユ
ー
モ
ア
の
中
に
語
ら
れ
て
い
る
と
見
る

べ
き
で
あ
ろ
う
.
第
十
1
段
の
「
囲
い
」
　
に
通
じ
る
感
じ
が
あ
る
。

大
切
な
要
因
を
何
気
な
し
に
読
み
飛
ば
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
現

代
文
学
の
場
合
に
も
著
し
い
現
象
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
も
注
意
し

て
お
き
た
い
。

森
純
外
の
　
『
舞
姫
』
　
の
冒
頭
の
l
文
は
'
「
石
炭
を
ば
早
や
積
み

果
て
つ
」
　
か
ら
始
ま
っ
て
、
中
等
室
が
静
か
な
こ
と
へ
　
い
つ
も
の
カ

ル
タ
仲
間
も
ホ
テ
ル
に
宿
っ
て
'
自
分
一
人
で
あ
る
こ
と
、
五
年
前

に
希
望
が
実
現
し
て
洋
行
の
官
名
を
受
け
、
こ
の
セ
イ
ゴ
ン
の
港
ま

で
来
た
こ
と
な
ど
が
語
り
続
け
ら
れ
る
。
こ
の
文
の
中
に
あ
る
静
寂

と
孤
独
と
追
憶
は
'
「
石
炭
を
ば
-
・
・
・
-
」
　
に
導
か
れ
て
出
て
い
る
。

「
石
炭
」
を
小
説
の
R
H
頭
に
置
い
た
新
し
さ
・
現
代
性
へ
　
石
炭
積
込

み
の
騒
音
が
終
わ
っ
て
、
急
速
に
訪
れ
た
夜
の
静
寂
に
包
ま
れ
て
い

る
こ
と
へ
　
「
早
や
」
　
に
表
れ
た
「
出
航
の
瞬
間
も
近
い
」
　
と
い
う
意

識
、
そ
れ
に
と
も
な
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
決
定
的
な
決
別
、
特
に
エ

リ
ス
と
の
決
別
-
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
　
「
石
炭
を
ば
早
や
」
　
の
冒

頭
は
'
作
者
に
よ
っ
て
非
常
に
琉
い
意
味
を
含
め
ら
れ
た
表
現
な
の

で
あ
る
o
　
そ
の
「
表
現
の
虫
さ
」
　
に
気
付
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か

ど
う
か
に
も
　
読
み
の
授
業
の
成
否
が
か
か
っ
て
い
る
。

夏
目
欺
石
　
『
草
枕
』
　
の
冒
頭
、
「
山
道
を
登
り
な
が
ら
へ
　
か
う
考



へ
た
。
智
に
働
け
ば
角
が
立
つ
-
-
-
」
以
下
の
文
章
を
'
単
に

「
考
え
た
の
は
、
た
ま
た
ま
山
登
り
の
時
で
あ
っ
た
」
と
い
う
程
度

に
読
ん
で
は
な
ら
な
い
。
「
山
道
」
は
、
「
人
情
」
か
ら
「
非
人
情
」

の
世
界
へ
の
入
口
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
れ
に
続
-
'
短
い
文
を
出
み

か
け
る
文
勢
は
'
山
道
を
た
ど
る
脚
の
リ
ズ
ム
な
っ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
読
む
習
慣
に
よ
っ
て
、
文
章
を
読
む
楽
し
み
を
生
徒
に
持
た

せ
た
い
も
の
で
あ
る
。

松
尾
芭
蕉
『
お
-
の
は
そ
道
』
　
の
「
平
泉
」
　
の
章
に
は
、
「
三
代

の
栄
耀
一
睡
の
中
へ
大
門
の
跡
、
秀
衡
が
跡
へ
高
館
、
和
泉
が
城
、

泰
衡
等
が
旧
跡
へ
義
臣
、
此
城
、
功
名
、
国
、
兵
ど
も
が
夢
、
兼
房
、

自
毛
」
と
い
う
'
人
間
や
人
間
の
営
み
、
人
工
の
物
の
類
と
、
「
田

野
へ
　
北
上
川
へ
　
大
河
へ
　
衣
川
、
霞
へ
　
山
河
へ
　
春
へ
　
革
帯
み
た
り
'
夏

草
、
卯
の
花
」
と
い
う
'
自
然
現
象
・
自
然
の
営
み
の
類
と
が
織
り

混
ぜ
ら
れ
て
、
緊
張
し
た
文
章
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
「
金
鶏

山
の
み
形
を
残
す
」
を
ど
う
読
む
か
。
芭
蕉
は
「
金
鶏
山
が
あ
る
。

見
え
る
」
な
ど
と
は
書
か
ず
に
　
「
形
を
残
す
」
と
書
い
て
い
る
。

こ
の
山
は
、
秀
衡
が
黄
金
製
の
鶏
像
を
埋
め
る
た
め
に
築
い
た
'

「
人
工
の
山
」
　
で
あ
る
。
こ
の
山
は
外
見
上
「
自
然
」
　
に
見
え
て
'

実
は
　
「
人
間
の
願
い
を
こ
め
た
人
間
の
営
み
」
　
で
あ
る
。
そ
し
て
秀

衡
の
願
い
で
あ
っ
た
「
藤
原
家
の
栄
華
の
永
続
」
は
消
え
て
、
残
っ

た
も
の
は
「
形
」
と
し
て
の
山
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
山
は
消
え
失
せ

た
人
間
の
願
望
の
「
形
」
　
に
す
ぎ
な
い
。
「
金
鶏
山
の
み
形
を
残
す
」

の
意
味
は
、
こ
の
よ
う
な
読
み
に
よ
っ
て
生
き
て
-
る
。

様
々
な
部
分
を
適
切
に
関
連
づ
け
て
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

部
分
と
し
て
の
個
別
的
意
味
が
'
複
合
さ
れ
た
新
し
い
意
味
づ
け
を

持
つ
こ
と
を
'
生
徒
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
o

井
原
西
鶴
の
　
『
諸
国
は
な
し
』
巻
四
の
二
　
「
忍
び
扇
の
長
歌
」
　
の

ヒ
ロ
イ
ン
は
、
「
高
蒔
絵
の
乗
物
(
豪
著
な
輿
)
」
　
に
乗
る
「
大
名
」

の
「
姪
」
で
、
「
は
た
ち
あ
ま
り
の
」
絶
世
の
「
美
女
」
へ
一
目
ぼ
れ

し
た
男
は
「
や
う
や
う
中
小
姓
-
ら
い
の
」
下
層
の
若
侍
で
　
「
し
か

も
女
の
好
か
ぬ
男
」
。
「
思
ふ
に
及
ば
ぬ
お
か
た
を
恋
ひ
そ
め
」
て

「
二
年
ば
か
り
」
勤
め
る
聞
　
(
姫
は
二
十
二
へ
　
三
歳
に
な
っ
て
い
る

)
、
情
熱
の
眼
を
注
ぐ
う
ち
に
'
姫
の
ほ
う
で
も
こ
の
み
す
ぼ
ら
し

い
下
層
の
侍
を
愛
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
二
人
は
駆
け
落
ち
を

し
て
貧
し
い
裏
長
屋
で
、
ど
ん
底
の
貧
乏
生
活
を
送
る
が
'
半
年
後
へ

捕
ら
え
ら
れ
て
'
男
は
そ
の
夜
た
だ
ち
に
「
成
敗
」
、
姫
は
座
敷
牢

で
「
自
害
」
を
命
じ
ら
れ
る
O
　
(
処
刑
の
方
法
に
'
姫
と
若
侍
の
身

分
差
が
反
映
し
て
い
る
。
)
　
し
か
し
「
姫
は
大
名
の
命
令
に
応
じ
な

い
。
そ
し
て
、

「
我
へ
　
命
惜
し
む
に
は
あ
ら
ね
ど
も
、
身
の
上
に
不
義
は
な
し
。

人
間
と
生
を
請
け
て
'
女
の
男
た
だ
一
人
持
つ
こ
と
へ
　
こ
れ
作
法
な

り
。
あ
の
者
下
々
を
お
も
ふ
は
、
こ
れ
縁
の
遺
な
り
」

と
言
い
切
り
'
さ
ら
に
、

「
男
な
き
女
の
'
1
生
に
一
人
の
男
を
不
義
と
は
申
さ
れ
ま
じ
。

ま
た
下
々
を
取
り
上
げ
、
緑
を
組
み
し
こ
と
は
ヘ
　
音
よ
り
た
め
し
あ

り
。
我
、
少
し
も
不
義
に
は
あ
ら
ず
。
そ
の
男
は
殺
す
ま
じ
き
も
の
を
」

と
'
激
し
-
批
判
し
て
、
「
こ
の
男
の
あ
と
」
を
弔
う
た
め
と
い
う



の
で
、
自
ら
髪
を
お
ろ
し
て
尼
に
な
ら
れ
た
と
い
う
。

西
酌
の
文
章
は
、
細
か
な
部
分
を
注
意
深
-
読
み
取
る
こ
と
を
要

求
す
る
。

*
こ
の
姫
は
豪
著
な
意
匠
で
飾
ら
れ
た
輿
(
竹
製
の
駕
寵
で
な
-
木

製
の
興
)
　
に
乗
っ
て
い
る
。
し
か
も
行
列
の
先
頭
や
中
央
部
で
な

-
最
後
部
の
輿
。

*
大
名
家
に
属
す
る
、
し
か
も
絶
世
の
美
女
で
あ
り
な
が
ら
へ
　
二
十

歳
へ
　
更
に
そ
の
後
二
年
へ
　
つ
ま
り
二
十
二
、
三
歳
ま
で
、
縁
談
が

な
か
っ
た
こ
と
　
(
当
時
十
六
歳
ぐ
ら
い
が
結
婚
年
令
で
あ
っ
た
か

ら
へ
　
相
当
な
婚
期
遅
れ
)
0

*
大
名
の
直
系
の
娘
で
な
-
、
傍
系
に
当
た
る
「
姪
」
で
あ
る
こ
と
。

*
　
「
黒
骨
の
扇
」
　
に
「
長
歌
」
と
い
う
'
時
代
遅
れ
の
ス
タ
イ
ル
の

恋
文
に
表
れ
た
姫
の
古
風
な
教
養
。

*
　
「
た
だ
人
の
文
柄
に
も
あ
ら
ず
」
と
い
う
達
筆
の
「
長
歌
」
に
表

れ
て
い
る
姫
の
高
い
教
養
と
、
「
よ
-
よ
-
読
み
て
」
内
容
を
理

解
し
得
た
と
い
う
若
侍
の
低
い
教
養
の
対
照
。

*
貧
し
い
「
か
は
ら
け
町
」
に
「
よ
し
み
の
者
」
が
い
る
若
侍
の
身
分
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
へ
　
こ
の
姫
の
立
場
を
想
像
す
る
こ
と
は
容
易

で
あ
る
。
大
名
家
の
美
女
が
'
極
端
に
婚
期
遅
れ
で
あ
る
と
い
う
こ

と
、
最
後
の
輿
で
あ
る
こ
と
か
ら
へ
　
こ
の
姫
が
こ
の
大
名
家
の
中
心

で
な
-
'
自
分
の
結
婚
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
立
場
で
は
な
か
っ

た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
大
名
の
直
系
の
姫
君
が
他
家
に
お
輿

入
れ
な
さ
る
時
に
、
こ
の
姪
は
'
姫
君
の
お
輿
入
れ
に
付
き
添
っ
て

行
き
へ
新
し
い
奥
方
の
お
守
り
役
と
し
て
、
ま
た
腰
元
た
ち
の
取
締

役
と
し
て
'
自
分
の
生
涯
を
奥
方
に
捧
げ
る
よ
う
に
運
命
づ
け
ら
れ

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
人
間
と
し
て
こ
の
よ
う
な

不
条
理
な
立
場
に
置
か
れ
た
姫
　
(
姪
)
　
に
'
身
分
も
教
養
も
高
-
な

い
'
女
好
き
の
し
な
い
若
侍
が
'
二
年
間
も
ひ
た
す
ら
な
情
熱
の
眼

を
注
ぐ
。
こ
の
姫
の
恋
人
と
し
て
は
不
釣
合
い
な
若
侍
で
は
あ
る
が
'

「
思
ふ
に
及
ば
ぬ
」
と
知
り
つ
つ
、
従
っ
て
無
駄
と
も
思
わ
れ
る
二

年
の
恋
を
続
け
る
。
そ
の
情
熱
に
対
し
て
、
非
人
間
的
な
立
場
を
強

要
さ
れ
て
い
る
姫
が
'
身
を
預
け
て
惜
し
ま
な
い
愛
情
を
持
つ
に
至
っ

た
の
も
、
人
間
の
自
然
で
あ
る
。

婚
期
の
遅
れ
た
高
家
の
絶
世
の
美
女
と
'
下
級
の
み
す
ぼ
ら
し
い

若
侍
と
い
う
設
定
は
へ
　
こ
の
二
人
の
恋
に
'
深
い
人
間
的
な
意
味
を

こ
め
る
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
人
間
と
生
を
う
け
て
'
女
の

男
た
だ
一
人
持
つ
こ
と
へ
　
こ
れ
作
法
な
り
」
「
男
な
き
女
の
、
一
生

に
1
人
の
男
を
、
不
義
と
は
申
さ
れ
ま
じ
」
と
い
う
姫
の
主
張
は
'

「
一
人
の
男
」
を
持
つ
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
、
不
条
理
な
立
場
に
自

分
を
縛
り
つ
け
た
も
の
へ
の
'
反
抗
の
叫
び
で
あ
っ
た
。

自
害
せ
よ
と
の
処
刑
命
令
を
拒
否
し
て
、
自
ら
「
尼
」
　
に
な
っ
た

こ
と
は
、
い
か
に
封
建
権
力
で
あ
っ
て
も
、
「
僧
籍
に
あ
る
者
を
殺

し
て
は
な
ら
な
い
　
(
殺
せ
ば
家
に
七
代
崇
る
)
」
と
い
う
仏
教
の
優

位
性
の
尊
厳
を
体
現
し
た
こ
と
に
な
る
。
大
名
も
処
刑
す
る
こ
と
は

出
来
な
い
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
姫
は
没
義
遺
な
封
建
権
力
の
、
手

の
届
か
な
い
と
こ
ろ
に
身
を
置
い
た
の
で
あ
る
。
「
一
生
に
一
人
の

男
」
を
殺
さ
れ
、
半
年
の
結
婚
が
破
壊
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
は
、

姫
は
権
力
に
　
「
敗
北
」
し
た
に
違
い
な
い
が
、
「
弔
う
」
と
い
う
形



で
夫
と
精
神
的
に
再
び
結
婚
す
べ
-
'
大
名
の
手
の
届
か
な
い
仏
の

世
界
に
入
っ
て
行
っ
た
こ
と
は
'
処
刑
の
機
会
を
失
わ
せ
た
と
い
う

意
味
で
、
大
名
に
対
す
る
姫
の
「
勝
利
」
　
で
は
な
か
っ
た
か
。

西
鶴
の
文
章
を
紐
か
な
部
分
に
注
意
し
て
読
む
と
い
う
こ
と
は
'

こ
の
よ
う
な
深
い
読
み
を
導
き
出
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
読

み
を
生
徒
に
成
立
さ
せ
る
た
め
に
へ
　
想
像
力
を
発
揮
し
て
読
む
よ
う

に
も
　
適
切
な
問
い
を
絶
え
ず
生
徒
に
投
げ
掛
け
へ
　
ま
た
生
徒
自
身
が

ど
ん
な
部
分
に
も
「
問
い
」
　
の
姿
勢
で
迫
る
よ
う
に
習
慣
づ
け
る
こ

と
が
、
何
よ
り
必
要
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
　
「
桐
壷
」
　
の
冒
頭
へ

「
い
づ
れ
の
お
ほ
ん
時
に
か
'
女
御
更
衣
あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ひ
拾
ひ

け
る
な
か
に
、
い
と
や
む
ご
と
な
き
き
は
に
は
あ
ら
ぬ
が
、
す
ぐ

れ
て
時
め
き
給
ふ
あ
り
け
り
。
は
じ
め
よ
り
わ
れ
は
と
思
ひ
あ
が

り
給
へ
る
御
か
た
が
た
、
め
ざ
ま
し
き
も
の
に
お
と
し
め
そ
ね
み

給
ふ
。
同
じ
ほ
ど
へ
　
そ
れ
よ
り
下
ら
ふ
の
更
衣
た
ち
は
ま
し
て
安

か
ら
ず
-
-
-
」

物
語
の
書
出
し
か
ら
、
「
女
御
」
「
更
衣
」
「
い
と
や
む
ご
と
な
き

き
は
」
「
同
じ
ほ
ど
」
「
そ
れ
よ
り
下
ら
ふ
」
な
ど
、
「
き
は
」
-
脂

層
・
身
分
に
つ
い
て
の
記
述
に
よ
っ
て
、
占
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
こ
の
「
き
は
」
と
帝
の
深
い
愛
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
、
一
人
の
更

衣
の
悲
劇
の
原
因
と
な
っ
て
'
壮
大
な
物
語
が
-
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
母
更
衣
の
「
き
は
」
が
結
局
は
主
人
公
光
源
氏

の
運
命
の
背
景
と
し
て
機
能
し
て
、
皇
位
継
承
権
か
ら
の
離
脱
と
そ

れ
に
と
も
な
う
高
位
の
自
由
人
と
し
て
の
生
き
方
が
'
光
源
氏
の
一

生
を
買
-
。
こ
の
「
き
は
」
の
モ
チ
ー
フ
は
、
光
君
の
子
を
生
ん
だ

明
石
の
上
に
も
、
女
三
の
宮
の
降
嫁
に
際
し
て
の
紫
の
上
に
も
'
深

-
基
本
的
に
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
'
「
き
は
」
は
『
源
氏

物
語
』
　
の
人
物
の
運
命
の
基
礎
に
関
わ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
と
言

え
る
。皇

位
に
つ
い
た
朱
雀
院
は
'
愛
の
世
界
で
は
常
に
弱
者
で
あ
っ
た
。

「
い
と
や
む
ご
と
な
き
き
は
に
は
あ
ら
ぬ
」
女
性
の
子
と
し
て
、
虫

位
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
光
君
は
愛
の
世
界
の
ヒ
ー
ロ
ー
で
あ
る
。
「
き

は
」
と
「
ロ
マ
ン
」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
在
原
業
平
の
面
影
を

思
い
浮
か
べ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

俳
句
は
'
句
を
適
し
て
読
み
-
だ
し
て
読
み
取
れ
る
、
文
脈
の
表

す
意
味
を
と
ら
え
る
だ
け
で
鑑
賞
が
完
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
鑑

賞
を
分
か
り
や
す
-
す
る
た
め
に
へ
　
た
と
え
ば
、
以
下
の
表
の
よ
う

に
仮
に
四
分
割
し
て
'
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
の
相
互
の
関
わ
り
'
響
き

あ
い
を
感
じ
取
る
こ
と
も
試
み
た
い
。

三
つ
の
部
分
に
'
三
つ
の
　
「
さ
ん
ず

荒
海
や
・
-
・
佐
渡
に
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横
た
ふ
・
-
・
天
の
河

い
」
　
が
見
え
る
　
(
海
・
渡
・
河
)
。
そ

こ
に
「
荒
海
」
と
「
天
の
河
」
　
と
の
対

比
が
見
え
る
。
二
塁
が
今
宵
渡
る
天
の

河
に
対
し
て
、
地
上
、
目
前
の
佐
渡
の

海
は
「
渡
」
　
の
字
は
あ
り
な
が
ら
へ
渡

る
に
渡
れ
な
い
　
(
特
に
佐
渡
の
流
人
)

海
で
あ
る
。
流
人
の
港
寺
泊
を
通
っ
て
直
後
に
出
雲
崎
に
着
い
た
芭



斉
に
は
'
佐
渡
-
流
人
の
島
の
実
感
が
強
か
っ
た
。
渡
る
に
渡
れ
な

い
悲
し
み
の
海
。
事
実
と
し
て
は
静
か
な
海
も
'
流
人
の
嘆
き
の
心

象
に
よ
っ
て
　
(
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
「
天
の
河
」
と
の
対
比
を
背
景

に
)
　
荒
海
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
分
け
て
見
る
と
、
夏
草

を
知
っ
て
い
た
。
そ
の
見
地
に
立
て
ば
へ
　
こ
の
句
は
単
な
る
「
さ
み

だ
れ
の
擬
人
化
」
と
い
う
技
法
の
問
題
で
は
な
い
。
サ
の
神
の
は
か

ら
い
が
さ
み
だ
れ
を
降
り
残
し
た
。
そ
の
神
格
の
存
在
感
を
背
景
に
、

光
堂
の
輝
き
の
神
々
し
さ
が
味
わ
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

夏
草
や
・
-
・
兵
ど
も
が
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夢
の
　
　
　
跡

と
兵
ど
も
、
夏
草
と
夢
、
夏
草
と
跡
、

兵
ど
も
と
夢
へ
　
兵
ど
も
と
跡
と
い
う
よ

う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
つ
な
が
り
が
感
じ

ら
れ
て
来
る
。
い
ま
生
え
て
い
る
夏
草

が
、
中
世
の
兵
ど
も
の
夢
の
跡
で
あ
る

行
春
や
・
-

「
畔
き
」
と
「
洞
」
の
関
わ
り
に
よ
っ

島
崎
き
　
　
て
、
魚
の
目
に
対
し
て
'
鳥
の
声
が
浮

＼

良
の

II
は

泊

か
ぶ
。
「
行
-
春
　
(
晩
春
)
」
　
の
　
「
旅
行

-
別
離
」
　
に
、
声
あ
る
も
の
も
、
声
な

き
も
の
も
、
悲
嘆
に
-
れ
る
。
陶
淵
明

の
「
精
鳥
恋
旧
林
、
池
魚
思
故
淵
」
を

こ
と
の
上
に
、
か
つ
て
生
え
て
い
た
夏

草
に
　
(
草
枕
と
い
う
よ
う
に
)
　
寝
て
夢
を
結
ん
で
い
た
兵
ど
も
の
姿

も
浮
か
ぶ
。
こ
の
夢
は
、
「
兵
の
功
名
の
夢
」
と
「
兵
の
眠
り
の
夢
」

の
ダ
ブ
ル
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
夏
草
に
夢
を
結
ん
だ
兵
ど
も
も
消
え
へ

功
名
の
夢
も
消
え
へ
　
い
ま
は
夏
草
だ
け
が
　
「
夢
の
跡
」
　
の
よ
う
に
残

る
の
み
。

背
景
に
こ
の
句
を
読
む
と
、
見
送
っ
て

-
れ
る
門
人
た
ち
の
い
る
江
戸
を
、
本
当
の
故
郷
で
あ
る
か
の
よ
う

に
'
惜
別
の
思
い
で
旅
立
つ
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

「
二
見
」
　
と
「
蓋
・
身
」
　
ま
た
は
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残
し
て
や
・
-
・
光
堂

苗
の
サ
の
神
が
地
上
に
降
り
て
'
地

上
を
支
配
す
る
月
が
サ
月
。
サ
の
神
が

下
さ
る
百
が
サ
苗
。
サ
の
神
に
仕
え
る

乙
女
が
サ
乙
女
。
田
植
え
が
終
わ
っ
て

サ
の
神
が
高
天
原
に
昇
天
す
る
の
が
サ

の
ぼ
り
。
サ
の
神
が
水
を
垂
れ
る
の
が

サ
み
　
(
ず
)
　
だ
れ
。
こ
の
よ
う
な
サ
の

＼　　/
＼/
/＼

/　　＼
/　　　　＼

・　-ユ'*tz
み

「
二
身
」
「
分
か
れ
」
　
と
「
別
れ
」
、

「
二
見
に
行
-
」
と
　
「
行
-
秋
」
と
い

う
よ
う
に
、
こ
の
句
は
す
べ
て
の
語
が

二
重
の
意
味
を
重
ね
て
い
る
.
さ
ら
に
'

神
を
中
心
と
す
る
民
間
農
事
信
仰
が
あ
る
。
芭
蕉
は
当
然
民
間
信
仰

わ
か
れ
・
I
・
行
秋
ぞ
　
　
『
お
-
の
は
そ
道
』
　
の
冒
頭
の
旅
立
ち

の
句
「
行
春
や
島
瞬
き
魚
の
目
は
洞
」

と
へ
　
こ
の
結
び
の
「
蛤
の
ふ
た
み
に
わ
か
れ
行
秋
ぞ
」
　
の
両
句
を
'

連
関
的
に
読
む
こ
と
が
大
切
で
あ
る
O
冒
頭
が
「
行
春
」
の
句
へ
結

び
が
「
行
秋
」
の
句
で
あ
り
'
題
材
は
鳥
と
魚
と
蛤
で
、
連
関
的
に

見
れ
ば
、
空
と
水
中
と
水
底
の
生
き
物
と
な
る
。
冒
頭
は
、
東
の
深



川
か
ら
千
住
ま
で
の
隅
田
川
の
川
上
り
へ
結
び
は
'
西
の
大
垣
か
ら

伊
勢
二
見
ま
で
の
長
良
川
の
川
下
り
と
い
う
対
応
が
見
え
る
。
冒
頭

は
末
尾
の
い
ず
れ
の
場
合
も
'
去
り
行
-
季
節
の
中
の
旅
立
ち
で
あ
っ

て
へ
　
こ
の
紀
行
文
の
首
尾
が
、
実
に
み
ご
と
な
均
衡
の
上
に
'
美
し

い
統
一
感
を
保
っ
て
い
る
こ
と
を
納
得
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
ま
で
を
、
構
成
と
表
現
に
即
し
て
読
み
取
ら
せ
る
こ
と

を
'
古
典
読
み
の
授
業
は
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
古
典
を
お

も
し
ろ
-
読
ま
せ
る
と
は
へ
　
こ
の
よ
う
な
味
読
を
経
験
さ
せ
る
こ
と

で
あ
る
。

吾
-
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
力
を
発
揮
し
て
作
品
の
内
容
に
、

一
層
深
-
迫
ら
せ
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
。
そ
れ
に
は
、
お
よ
そ
四

つ
の
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
一
つ
は
'
作
中
人
物
の
「
日
記
」
を
、
作
中
人
物
の
立
場
に

立
っ
て
　
(
そ
の
人
物
に
な
っ
た
つ
も
り
で
)
　
書
-
こ
と
で
あ
る
。
芥

川
龍
之
介
の
　
『
羅
生
門
』
　
を
学
習
し
た
あ
と
で
、
「
こ
の
作
品
に
つ

い
て
の
感
想
文
を
書
け
」
　
と
い
う
課
題
は
よ
-
出
さ
れ
る
が
、
複
雑

な
内
容
を
持
っ
た
こ
の
小
説
に
つ
い
て
、
読
者
の
客
観
的
な
視
点
か

ら
感
想
を
述
べ
る
こ
と
は
、
作
品
の
外
側
か
ら
か
い
な
で
的
に
さ
わ

る
よ
う
な
'
1
時
的
で
浅
い
着
想
に
な
る
で
あ
ろ
う
O

そ
う
で
は
な
-
て
「
下
人
は
そ
の
夜
、
日
記
を
書
い
た
。
下
人
に

な
っ
て
へ
　
そ
の
日
記
を
雷
こ
う
」
と
い
う
課
題
の
は
う
が
、
実
感
の

こ
も
っ
た
読
み
を
導
き
だ
す
。
門
の
上
で
の
異
常
な
体
験
が
下
人
に

何
を
も
た
ら
し
た
か
、
精
神
的
に
い
か
な
る
影
響
を
受
け
た
か
へ
　
と

い
う
観
点
か
ら
、
直
接
主
人
公
の
内
面
に
迫
る
経
験
を
生
徒
に
持
た

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
山
日
記
』
　
の
二
人
の
人
物
の
「
そ
の
日
の
日
記
」
も
、
そ
れ
ぞ

れ
の
人
物
の
内
省
を
契
機
に
す
る
意
味
で
'
作
品
を
更
に
深
-
読
ま

せ
る
き
っ
か
け
に
な
る
に
違
い
な
い
。

作
中
人
物
か
ら
作
中
人
物
へ
の
「
手
紙
」
を
書
か
せ
る
こ
と
も
'

人
物
の
内
面
を
探
ら
せ
る
よ
い
方
法
で
あ
る
。
読
み
手
と
し
て
の
自

分
か
ら
'
作
者
や
作
中
人
物
に
対
す
る
手
紙
を
書
-
と
い
う
作
業
は
'

小
・
中
学
校
で
よ
-
行
わ
れ
る
学
習
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
や
は
り

作
品
の
外
に
立
っ
て
鑑
賞
す
る
態
度
で
あ
る
。
『
舞
姫
』
　
の
学
習
が

終
わ
っ
た
あ
と
で
、
「
こ
の
あ
と
、
太
田
塁
太
郎
が
エ
リ
ス
に
手
紙

を
書
い
た
」
「
太
田
豊
太
郎
が
相
沢
賢
吉
に
手
紙
を
書
い
た
」
「
エ
リ

ス
が
太
田
豊
太
郎
に
手
紙
を
書
い
た
」
-
そ
の
手
紙
を
自
分
が
そ
の

書
き
手
に
な
っ
た
つ
も
り
で
告
い
て
み
よ
う
。
-
こ
う
い
う
課
題
は
'

作
品
を
外
か
ら
眺
め
る
の
で
な
く
作
品
の
中
に
入
っ
て
'
作
中
人

物
と
仮
想
的
に
同
化
L
へ
作
中
人
物
の
内
面
を
さ
ぐ
る
最
適
の
方
法

と
考
え
ら
れ
る
。

『
セ
メ
ン
ト
栂
の
中
の
手
紙
』
　
で
は
、
少
女
か
ら
の
手
紙
を
受
け

取
っ
た
松
戸
与
三
が
、
少
女
の
手
紙
に
答
え
る
形
で
「
返
事
」
を
書

-
と
い
う
学
習
が
考
え
ら
れ
る
。
少
女
の
手
紙
の
内
容
の
死
ん
だ
男

と
同
様
に
労
働
者
で
あ
る
与
三
の
内
面
に
下
り
て
行
-
こ
と
、
そ
の

地
点
か
ら
悲
劇
の
少
女
へ
の
返
事
の
形
で
文
章
を
書
-
こ
と
は
、
こ

の
作
品
を
本
質
的
な
と
こ
ろ
か
ら
と
ら
え
る
読
み
で
あ
る
と
同
時
に
へ

ll



生
徒
自
身
の
生
き
方
に
関
わ
る
重
要
な
経
験
に
な
る
に
違
い
な
い
。

作
中
人
物
か
ら
作
中
人
物
へ
の
手
紙
は
'
読
み
手
と
し
て
の
生
徒

と
'
作
品
を
極
め
て
深
-
結
び
つ
け
る
、
有
力
な
方
法
で
あ
る
。

短
歌
・
俳
句
の
感
想
文
は
、
読
者
と
し
て
の
　
「
感
想
」
を
書
か
せ

る
こ
と
よ
り
も
、
作
者
の
立
場
か
ら
、
仮
に
作
者
に
な
っ
た
つ
も
り

で
、
「
作
っ
た
気
持
ち
」
や
「
作
っ
た
時
の
様
子
」
を
書
き
表
わ
す

こ
と
の
ほ
う
が
、
実
質
的
で
深
い
鑑
賞
を
成
立
さ
せ
る
。

例
え
ば
芭
蕉
の
「
夏
草
や
-
-
-
」
　
の
句
に
つ
い
て
、
「
芭
蕉
は
、

『
お
-
の
は
そ
遺
』
　
の
旅
の
途
中
へ
　
平
泉
に
来
て
い
る
。
そ
し
て
へ

苦
、
源
義
経
が
-
-
-
」
と
い
う
形
で
な
-
、
芭
蕉
自
身
の
声
と
し

て
、
「
私
は
今
へ
　
平
泉
の
高
棺
に
来
て
い
る
。
こ
こ
は
'
そ
の
昔
へ

源
義
経
が
-
-
-
」
と
い
う
形
に
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
与
謝
野

晶
子
の
「
そ
の
子
は
た
ち
櫛
に
流
る
る
黒
髪
の
お
ご
り
の
春
の
う
つ

-
し
き
か
な
」
　
に
つ
い
て
も
'
「
作
者
は
二
十
歳
の
娘
で
あ
る
。
髪

を
-
し
け
ず
る
と
、
そ
の
豊
か
な
髪
が
-
-
-
」
と
い
う
形
で
な
-

て
'
作
者
自
身
の
芦
と
し
て
、
「
私
は
二
十
歳
、
青
春
の
真
っ
盛
り

に
い
る
.
私
の
豊
か
な
只
…
髪
を
-
し
け
ず
る
と
-
-
-
」
と
い
う
形

で
告
-
の
で
あ
る
。

同
じ
内
容
で
あ
る
よ
う
だ
が
'
読
者
と
し
て
　
「
説
明
的
」
　
に
書
-

の
と
、
仮
想
的
で
あ
っ
て
も
'
作
者
の
身
に
な
っ
て
「
内
面
」
　
か
ら

普
-
と
の
違
い
で
あ
る
。
「
説
明
」
と
異
な
る
想
像
的
な
「
作
者
の

内
面
追
求
」
　
に
よ
っ
て
「
作
者
の
身
に
な
る
」
　
こ
と
は
、
仮
想
に
よ

る
虚
構
体
験
で
あ
る
。
こ
の
虚
構
体
験
が
生
徒
の
想
像
力
を
育
て
へ

文
学
に
触
れ
る
感
動
を
体
験
さ
せ
る
。

古
典
作
品
を
読
ん
だ
あ
と
で
'
想
像
を
駆
使
し
て
文
章
を
書
か
せ

る
方
法
が
あ
る
。
古
典
は
1
般
的
に
'
多
-
の
内
容
を
簡
潔
な
表
現

の
中
に
こ
め
る
.
わ
ず
か
数
行
の
文
章
で
あ
っ
て
も
ち
　
現
代
の
読
者

が
内
容
を
読
み
取
ろ
う
と
す
れ
ば
'
実
に
多
-
の
想
像
的
加
算
が
必

要
に
な
っ
て
来
る
し
、
ま
た
そ
れ
が
必
然
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は

古
典
作
品
が
非
常
に
想
像
力
を
刺
激
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

芥
川
龍
之
介
は
「
今
昔
物
語
」
　
の
短
い
単
純
な
話
か
ら
、
十
数
倍
の

長
さ
と
内
容
を
持
つ
　
「
芥
川
流
の
小
説
」
を
書
い
た
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
'
生
徒
が
古
典
作
品
の
単
純
な
現
代
語
訳
で

な
く
、
自
由
な
想
像
を
思
う
ま
ま
に
働
か
せ
て
、
一
つ
の
自
分
の

「
小
説
」
を
創
る
と
い
う
経
験
を
持
た
せ
た
い
も
の
で
あ
る
。
た
だ

し
、
勝
手
な
制
限
な
し
の
空
想
で
は
へ
　
そ
の
古
典
作
品
の
読
み
と
は

関
係
が
な
-
な
る
わ
け
だ
か
ら
、
作
品
の
基
本
的
プ
ロ
ッ
ト
に
は
正

確
に
従
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
基
本
的
プ
ロ
ッ
ト
に
は
従
い
な
が

ら
、
そ
の
範
囲
で
そ
の
古
典
作
品
に
ふ
さ
わ
し
い
想
像
を
、
文
章
に

し
て
い
-
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
文
章
化
は
、
生
徒
を
想
像
に
よ
っ
て

古
典
の
世
界
に
歩
み
入
ら
せ
る
機
会
で
あ
る
。
言
わ
ば
「
書
-
こ
と
」

に
よ
っ
て
古
典
を
読
む
と
い
う
、
作
業
に
よ
る
学
習
を
経
験
す
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。

作
品
に
つ
い
て
、
軽
-
見
過
ご
し
て
し
ま
い
そ
う
な
部
分
に
も
注

意
を
払
う
こ
と
へ
　
楯
か
な
部
分
の
相
互
の
関
わ
り
の
中
に
新
し
い
探

12



い
意
味
を
作
り
出
す
こ
と
、
想
像
力
を
十
分
に
働
か
せ
て
書
-
こ
と

に
よ
っ
て
へ
　
読
み
を
一
層
深
-
す
る
こ
と
な
ど
、
発
見
的
な
取
組
み

学
習
に
よ
っ
て
へ
　
生
徒
自
身
が
自
分
で
作
品
の
「
お
も
し
ろ
さ
」
　
に

迫
る
こ
と
を
'
授
業
の
目
標
に
し
た
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

(
広
島
大
学
名
誉
教
授
・
鳴
門
教
育
大
学
教
授
)

(
平
成
三
年
八
月
十
l
口
、
広
島
大
学
教
か
学
部
田
譜
教
育
学
会
・
光
柴

会
に
お
け
る
調
桝
を
も
と
に
加
珊
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
O
)




