
心
に
届
-
読
み
を
活
か
し
た
作
文
の
工
夫

-
　
(
高
校
3
年
生
の
場
合
)
　
-

は
じ
め
に

読
む
こ
と
を
書
-
こ
と
に
組
み
込
ん
で
作
文
さ
せ
る
こ
と
は
、
私
の
作
文

教
育
の
根
幹
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
へ
　
そ
の
読
む
こ
と
を
一
工
夫
し
て
心
に
届

く
読
み
の
実
践
の
後
の
作
文
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

心
に
届
-
読
み
と
は
'
生
徒
一
人
ひ
と
り
の
読
み
が
生
徒
の
個
性
と
合
致

し
て
納
得
の
い
っ
た
読
み
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
生
徒
が
文
章
を
読
ん
で
考

え
へ
　
な
る
ほ
ど
そ
う
思
う
、
あ
る
い
は
そ
う
は
思
わ
な
い
と
、
自
分
独
自
の

考
え
を
確
立
し
て
い
く
に
は
'
何
か
工
夫
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
方
法

と
し
て
'
読
み
の
段
階
で
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
取
り
入
れ
て
自
分
の
も
の
と

さ
せ
た
り
'
登
場
人
物
の
心
中
詞
を
考
え
さ
せ
た
り
、
漫
画
を
活
用
し
て
イ

メ
ー
ジ
化
を
図
っ
た
り
し
て
、
生
徒
の
心
に
届
-
読
み
を
さ
せ
て
か
ら
作
文

さ
せ
る
工
夫
を
し
た
。
昨
年
度
の
三
年
生
の
実
践
例
の
中
か
ら
、
現
代
文
と

古
典
1
例
ず
つ
、
「
無
常
と
い
う
こ
と
　
(
小
林
秀
雄
)
」
と
「
源
氏
物
語
」
　
の

実
践
例
を
紹
介
す
る
。

堀
　
江
　
マ
サ
子

-
　
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
取
り
入
れ
て
自
分
の
も
の
と
さ
せ
て

か
ら
作
文
さ
せ
る
工
夫

-
　
「
無
常
と
い
う
こ
と
　
(
小
林
秀
雄
)
」
　
の
実
践
か
ら
　
-

(
-
)
現
状
と
謙
信
設
定

三
年
生
後
半
に
な
り
'
か
な
り
評
論
を
読
む
こ
と
に
も
慣
れ
て
き
た
。
し

か
し
'
小
林
秀
雄
の
評
論
は
そ
の
特
徴
を
捉
え
な
い
と
、
ま
だ
ま
だ
生
徒
に

は
抵
抗
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
読
み
方
を
学
ば
せ
る
と
共
に
、
そ
の
評

論
の
内
容
を
実
感
さ
せ
な
い
と
'
生
徒
は
こ
の
評
論
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
に

な
る
お
そ
れ
も
あ
る
O
　
そ
う
な
ら
な
い
た
め
の
工
夫
の
1
つ
で
も
あ
る
。

(
2
)
仮
説
と
授
業
構
想

教
師
が
中
心
に
な
っ
て
評
論
を
読
解
し
て
い
く
よ
り
も
'
グ
ル
ー
プ
学
習

を
活
用
し
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
取
り
入
れ
て
自
分
の
も
の
と
さ
せ
て
か
ら
作

文
さ
せ
る
授
業
方
法
の
方
が
良
い
の
で
は
な
い
か
'
と
い
う
仮
説
を
立
て
た
。

授
業
構
想
の
概
略
を
、
次
に
掲
げ
る
。

①
「
無
常
と
い
う
こ
と
」
の
予
習
プ
リ
ン
ト
配
付

②
授
業
プ
リ
ン
ト
配
付
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*　**　*

③
グ
ル
ー
プ
学
習
を
活
用
し
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
形
式
を
取
り
入
れ
て
本
文

を
自
分
の
も
の
と
さ
せ
る
。

④
作
文
(
三
年
前
に
行
っ
た
時
の
「
無
常
と
い
う
こ
と
」
の
生
徒
作
文
を

例
と
し
て
配
付
し
て
い
る
。
)

⑤
作
文
の
発
表

(
3
)
授
業
の
実
際

八
第
一
段
)
　
の
授
業
の
実
際
の
流
れ
の
概
略
を
'
次
に
掲
げ
る
。

「
1
言
芳
談
抄
」
を
句
読
点
で
区
切
っ
て
、
一
人
の
読
み
に
続
い
て
全
体

が
読
む
。

「
な
ま
女
房
」
　
の
祈
り
の
こ
と
ば
に
r
 
j
を
つ
け
る
。

「
そ
の
心
」
を
「
人
に
し
ひ
問
は
れ
」
た
時
「
な
ま
女
房
」
が
言
っ
た
こ

と
ば
に
　
「
」
を
つ
け
る
。

ど
 
L
と
「
」
　
の
部
分
の
み
全
体
で
読
む
。
声
を
そ
ろ
え
て
読
ま
せ
る
。

「
=
一
口
芳
談
抄
」
　
の
　
(
比
叡
の
以
下
の
)
　
「
登
場
人
物
」
「
な
ま
女
房
」

「
人
」
を
そ
れ
ぞ
れ
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
'
「
い
つ
」
「
ど
こ
で
」
　
の
確
認
を
さ

せ
る
。「

な
ま
女
房
」
に
同
山
す
る
。

八
次
の
こ
と
は
必
ず
考
慮
に
入
れ
る
。
)

①
「
な
ま
女
房
」
は
な
ぜ
「
い
つ
は
り
て
か
ん
な
ぎ
の
ま
ね
」
を
し
た
の
か
。

②
「
な
ま
女
房
」
は
な
ぜ
「
夜
う
ち
深
け
へ
人
し
つ
ま
り
て
後
」
に
し
た

の
か
。

*
　
「
そ
ん
な
経
験
」
　
の
内
容
理
解
を
す
る
。

*
　
「
そ
う
」
　
の
さ
す
内
容
理
解
を
す
る
。

*
　
「
そ
う
い
う
」
　
の
さ
す
内
容
理
解
を
す
る
。

*
　
「
小
林
秀
雄
」
の
文
体
の
特
色
を
理
解
す
る
。

*
　
「
小
林
秀
雄
」
　
に
「
1
H
u
n
芳
談
抄
」
の
本
文
を
「
い
い
文
章
だ
」
と
思
っ

た
わ
け
を
同
回
田
す
る
o

こ
の
授
業
の
詳
細
の
1
部
を
'
次
に
掲
げ
る
。

*
「
な
ま
女
房
」
に
E
間
聞
旧
品
田
す
る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
形
式
は
四

人
を
1
グ
ル
ー
プ
に
し
、
問
と
そ
の
回
答
を
班
で
考
え
て
カ
ー
ド
に
容
い
て

提
出
さ
せ
た
。
次
が
そ
の
例
で
あ
る
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
間

ど
う
し
て
こ
ん
な
所
に
来
た

の
か
ね
。
わ
け
を
言
い
た
ま

え
。
わ
け
を
。

①
な
ぜ
盛
女
の
ま
ね
を
し
て

い
た
の
で
す
か
。

②
何
か
あ
っ
た
の
で
す
か

*

「
な
ま
女
房
」
　
の
「
心
」
を
考
え
た
う
え
で
、

*
y
-
i
J
巨
」

生
徒
各
自
の
祈
り
の
こ
と

そ

　

　

の

　

　

筈

も
う
、
他
に
何
も
頼
る
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
。

親
を
亡
-
し
て
は
や
半
年
。
心
休
ま
る
日
は
一

日
と
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
移
り
ゆ
-
世
の
中
で

は
'
何
も
望
み
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
せ
め
て
'

死
し
て
か
ら
は
安
ら
か
に
な
れ
る
よ
う
、
お
救

い
下
さ
い
ま
せ
。
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①
ど
う
し
て
も
こ
の
神
社
で
お
祈
り
を
し
た

か
っ
た
か
ら
で
す
。

②
ご
主
人
が
お
亡
-
な
り
に
な
ら
れ
て
、
人
生

の
は
か
な
さ
を
し
み
じ
み
と
感
じ
た
の
で

す
。



③
何
を
熱
心
に
祈
っ
て
い
た

の
で
す
か
。

④
な
ぜ
夜
中
に
来
た
の
で
す

か
。

⑤
つ
づ
み
な
ど
打
っ
て
'
人

が
聞
き
つ
け
益
女
で
な
い

こ
と
が
ば
れ
た
ら
ヤ
バ
イ

と
思
わ
な
い
の
で
す
か
。

③
人
の
生
死
は
自
分
で
は
決
め
ら
れ
な
い
と
い

う
無
常
観
で
、
来
世
で
は
'
人
が
も
っ
と
幸

せ
に
生
き
ら
れ
る
世
の
中
で
あ
っ
て
も
ら
い

た
い
と
い
う
こ
と
を
祈
っ
て
い
た
の
で
す
。

④
昼
間
は
参
拝
客
が
多
-
て
、
私
の
祈
り
な
ど

聞
き
届
け
て
も
ら
え
な
い
と
思
い
へ
　
こ
ん
な

静
か
な
夜
中
に
私
の
祈
り
だ
け
を
聞
い
て
も

ら
い
に
来
ま
し
た
。

⑤
と
に
か
く
必
死
だ
っ
た
の
で
'
そ
こ
ま
で
気

が
回
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

な
お
・
-
-
・
で
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
区
切
っ
て
い
る
。

*
「
小
林
秀
雄
」
に
「
=
百
芳
談
抄
」
の
本
文
を
「
い
い
文
章
だ
と
思
っ
た
」

わ
け
を
同
山
す
る
。

●
　
「
生
死
無
常
の
有
り
様
を
思
ふ
に
、
こ
の
世
の
こ
と
は
と
て
も
か
-
て
も

候
ふ
。
な
う
後
世
を
助
け
た
ま
へ
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
と
て
も
感
動
し
ま

し
た
。
中
世
の
女
性
は
'
い
つ
で
も
命
の
保
障
が
で
き
な
い
時
代
で
、
生

死
が
無
常
と
い
う
こ
と
を
し
っ
か
り
わ
き
ま
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
よ

-
分
か
り
ま
す
ね
。

●
心
地
よ
い
リ
ズ
ム
が
あ
る
文
章
だ
か
ら
。

●
若
い
の
に
無
常
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
か
ら
、
い
い
と
思
っ
た
。

●
*
奇
怪
な
雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
て
不
思
議
な
感
じ

*
な
ま
女
房
の
祈
り
に
心
う
た
れ
た
。

*
　
「
て
い
と
う
て
い
と
う
」
や
「
な
う
な
う
」
　
の
聞
い
た
感
じ
が
よ
い
。

*
若
い
の
に
無
常
を
理
解
し
て
い
る
。

●
*
無
常

*
女
房
が
一
途
だ
か
ら
。

*
静
か
な
雰
囲
気

●
な
ま
女
房
が
若
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
へ
無
常
と
い
う
こ
と
を
分
か
っ
て
い

た
こ
と
。

●
な
ま
女
房
が
無
常
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
い
て
、
言
葉
に
不
思
議
さ
が

あ
る
か
ら
。

●
自
分
も
同
じ
よ
う
な
心
境
に
あ
っ
て
共
感
し
た
た
め
'
心
に
残
っ
た
。

●
*
後
世
の
こ
と
に
重
点
を
お
い
て
い
る
考
え
方
が
す
ご
い
と
思
っ
た
。

*
女
の
け
な
げ
さ
が
心
に
し
み
た
。

*
わ
ざ
わ
ざ
夜
来
た
の
に
、
「
て
い
と
う
て
い
と
う
」
　
と
大
き
な
つ
づ
み

を
打
っ
て
い
た
矛
盾
が
お
も
し
ろ
い
。

*
「
小
林
秀
雄
」
に
'
何
で
も
同
山
し
ょ
う
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

の
形
式
は
前
例
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
例
を
、
次
に
掲
げ
る
。
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常
な
る
も
の
を
見
失
っ
た
現

代
人
は
ど
う
す
れ
ぽ
と
り
も

ど
せ
る
の
か
。

な
ま
女
房
の
ど
う
い
う
姿
勢

が
無
常
が
分
か
っ
て
い
る
と

い
え
る
の
か
。

食
事
を
す
る
と
い
う
こ
と
は

無
常
で
す
か
。

映
画
で
感
動
し
た
と
き
は
無

K
3
S

ラ
イ
ブ
に
行
-
と
か
へ
撃
星

を
見
る
と
か
は
無
常
な
の
か
、

常
な
る
も
の
な
の
か
。

な
ぜ
常
な
る
も
の
に
な
る
の

m学
校
の
授
業
は
?

常
な
る
も
の
は
ど
こ
に
存
在

す
る
か
?

か
ぜ
を
ひ
い
て
い
る
こ
と
は

無
常
で
す
か
。

危
機
意
識
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
O

中
世
の
人
は
常
に
危
機
感
を
持
っ
て
い
る
た
め
へ

死
後
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
姿
勢
。

無
常
で
す
。

常
な
る
も
の
で
す
。

感
動
し
た
り
美
し
い
と
感
じ
ら
れ
れ
ば
常
な
る

も
の
で
す
。

そ
の
人
に
と
っ
て
満
ち
足
り
た
時
間
で
あ
れ
ば

ど
ん
な
こ
と
で
も
常
な
る
も
の
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
生
徒
一
人
ひ
と
り
の
内
面
に
「
無
常
と
い
う
こ
と
」
を
根
付

か
せ
て
作
文
さ
せ
た
。
作
文
は
文
体
や
内
容
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
本
文
が
自

分
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

ま
ず
、
「
小
林
秀
雄
」
の
感
性
を
捉
え
て
書
い
た
例
を
、
次
に
掲
げ
る
。

常
で
あ
る
は
ず
の
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
A

無
常
-
-
毎
日
の
授
業
内
容
が
違
う
か
ら
。

常
な
る
も
の
-
-
毎
日
あ
る
も
の
だ
か
ら
。

(
シ
ャ
レ
?
)

無
常
は
生
滅
・
流
転
-
永
遠
に
変
わ
ら
な
い
も

の
は
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
'
死
ん
で
い
る

状
態
は
常
な
る
も
の
な
の
で
無
常
の
中
に
存
在

i
a
s

無
常
で
す
。
か
ぜ
は
1
年
中
ひ
い
て
い
る
も
の

で
は
な
い
か
ら
で
す
。

人
が
動
物
か
ら
長
い
年
月
を
経
て
変
化
を
遂
げ
た
と
き
へ
人
は
動
物
と
は

一
線
を
引
-
よ
う
な
も
の
を
手
に
入
れ
た
。
そ
れ
は
鋭
-
豊
か
な
感
性
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
文
化
と
い
う
も
の
の
中
で
'

人
は
満
ち
足
り
な
い
生
死
の
無
常
を
満
ち
足
り
た
時
間
で
埋
め
あ
わ
せ
て
き

た
の
だ
ろ
う
。

人
が
過
去
に
生
き
へ
　
そ
し
て
死
ん
で
い
っ
た
今
も
な
お
後
世
に
影
響
を
与

え
生
き
て
い
る
証
拠
、
そ
れ
は
そ
う
し
た
文
化
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
文
字
や

追
跡
が
残
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

こ
の
世
は
無
常
で
人
の
生
死
は
惨
い
も
の
で
あ
る
o
し
た
が
っ
て
人
の
中

に
あ
る
記
憶
と
い
う
も
の
も
永
遠
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
人
か
ら
人
へ
と
伝

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
記
憶
は
永
遠
な
る
も
の
へ
の
可
能
性
が
生
ま
れ
る
。

こ
の
記
憶
の
永
遠
性
に
よ
っ
て
わ
た
し
た
ち
は
歴
史
の
世
界
に
溶
け
こ
み
'
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生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

し
か
し
な
が
ら
そ
う
い
う
満
ち
足
り
た
幸
福
な
時
間
に
日
常
性
は
な
い
。

む
し
ろ
、
い
つ
も
満
ち
足
り
な
い
か
ら
こ
そ
'
い
つ
も
時
間
を
求
め
る
こ
と

が
人
と
し
て
の
日
常
で
あ
っ
た
。

歴
史
の
中
の
人
々
は
'
人
と
し
て
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
メ
ッ
セ
ー
ジ
と

し
て
現
代
人
に
送
り
続
け
て
い
る
。
1
秒
前
の
未
来
は
、
1
秒
後
に
は
現
在

に
な
り
、
二
秒
後
に
は
す
っ
か
り
過
去
に
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
わ
た
し

た
ち
は
つ
い
急
ぎ
足
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
時
間
に
急
ぐ
機
械
に
な
っ
て
は

い
け
な
い
。
そ
ん
な
と
き
こ
そ
へ
　
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
求
め
る
か
つ
て
の
日

常
を
日
常
と
し
'
常
な
る
も
の
を
常
で
あ
る
は
ず
の
も
の
と
す
る
べ
き
な
の

だ
。
わ
た
し
た
ち
は
感
性
と
い
う
も
の
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

(
以
下
へ
　
生
徒
の
作
文
省
略
)

(
4
)
　
実
践
を
通
し
て
分
か
っ
た
こ
と

生
徒
に
と
っ
て
難
し
い
と
思
わ
れ
る
評
論
も
グ
ル
ー
プ
学
習
を
活
か
し
'

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
取
り
入
れ
る
と
生
徒
各
自
の
も
の
と
な
っ
て
-
る
。
三
年

前
の
三
年
生
に
同
じ
教
材
で
作
文
さ
せ
た
も
の
よ
り
も
、
質
の
高
い
文
章
と

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
分
量
的
に
長
-
な
っ
て
い
た
。

グ
ル
ー
プ
学
習
を
活
用
し
'
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
取
り
入
れ
て
自
分
の
も
の

と
さ
せ
る
と
'
評
論
が
生
徒
各
自
の
も
の
と
な
っ
て
-
る
。
そ
れ
が
、
作
文

力
に
繋
が
る
の
で
あ
る
。

2
　
古
典
講
読
「
源
氏
物
語
」
に
お
け
る
作
文
の
工
夫

-
　
「
桐
壷
」
「
若
紫
」
「
薄
雲
」
「
若
菜
上
」
「
相
木
」
「
御
法
」

「
浮
舟
」
　
の
巻
の
実
践
か
ら
　
-

こ
こ
で
は
'
工
夫
の
み
を
紹
介
す
る
。

【
工
夫
-
　
音
読
用
プ
リ
ン
ト
】

三
日
が
ほ
ど
へ

か
の
院
よ
り
も
'

主
の
院
方
よ
り
も

い
か
め
し
-
め
づ
ら
し
き
み
や
び
を
尽
-
し
た
ま
ふ
。

対
の
上
も

事
に
ふ
れ
て
、
た
だ
に
も
思
さ
れ
ぬ
世
の
あ
り
さ
ま
な
り
.

げ
に
、
か
か
る
に
つ
け
て
、

…
最
招
川
　
　
あ
る
ま
じ
け
れ
ど
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は
な
や
か
に
生
ひ
先
遠
-
あ
な
づ
り
に
-
き
け
は
ひ
に
て
移
ろ
ひ
た
ま

へ
る
に
'

な
ま
は
し
た
な
-
思
さ
る
れ
ど
、

つ
れ
な
く
の
み
も
て
な
し
て
、

御
渡
り
の
ほ
ど
も
'
も
ろ
心
に
は
か
な
さ
こ
と
も
し
出
で
た
ま
ひ
て
、

い
と
ら
う
た
げ
な
る
御
あ
り
さ
ま
を
'

∵い
と
ど
あ
り
難
し
と
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
。



【
工
夫
2
　
登
場
人
物
の
心
中
詞
を
考
え
さ
せ
た
り
へ
浸
画
を
活
用
し
て

イ
メ
ー
ジ
化
を
図
っ
た
プ
リ
ン
ト
】

教
科
書
所
収
部
分
「
一
六
　
あ
や
ふ
き
契
り
(
浮
舟
)
」
の
世
界
を
分
か

り
や
す
く
す
る
た
め
に
プ
リ
ン
ト
を
作
っ
た
。
浸
画
・
大
和
和
紀
作
「
あ
さ

リ
U
i
T
^
E
2
凹
U
S
こ
も
ユ
G
J
Z
い
　
　
　
　
　
　
　
き

_
-
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那
r
a
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-
r
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.
r
e
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』
E
F
E
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'
*
サ
M
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E
ほ
‖
1
r
-
F
W
l
バ
1
り
山

!
主
上
等
n
旧
S
∬
t
i
n
渥
c
-
j
サ
<
s
二
L
*
m
-
"
K
g
j
*
M
二
L
ア
J
3
円
H
r
a
m
H
-
a
i
m
'
V
i
^
v
^
月
i
t
m
i
r
*
r
a
コ

ォ
ォ
4
も
い
*
t
m
j

E
且
H
a
貞
-
E
。
唱
^
H
Z
^
E
Z
H
a
指
r
t
-
臼
田
と
出
自
G
H
n
 
n
川
H
c
F
i
n

L
3
B
3
円
4
月
㌣
山
ユ
F
W
4
H
I
l
E
i
q
u
ワ
r
M
l
M
1
-
T
'
-
-
.
'
^
V
i
ロ
ム
E
O
T
H
j
I
?
W
T
g
-
]
ノ
P
T
f
f
W
^
M
召
P
E
3
ヨ
ユ

Q
E
E
L
灼
F
-
E
J
M
t
J
-
1
里
j
n
b
H
H
H
は
円
-
m
"
ォ
r
-
g
j
ニ
n
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-
己
t
m
^
y
g
-
j
j
u
i
?
=
-
j
-
j
-
i
u
*
i
ノ
r
a
-
n
P
U
S
こ
E
t
K
Z

S
h
[
蝣
^
蝣
蝣
I
L
'
M
'
i
T
.
n
エ
ロ
E
X
由
r
E
即
日
u
日
日
.
埠
r
昌
E
冒
し
ユ
ニ
g
T
T
i
y
j
項
一
Q
f
c
E
T
E
5
3
ォ
3
月

:
z
s
*
r
-
i

き
ゆ
め
み
し
十
三
巻
・
講
談
社
刊
」
を
活
用
し
て
'
会
話
、
心
中
詞
の
部
分

を
自
分
な
り
の
も
の
と
し
、
イ
メ
ー
ジ
を
繋
げ
さ
せ
る
プ
リ
ン
ト
で
あ
る
。

匂
宮
は
中
抜
き
文
字
、
茄
は
口
で
囲
ん
で
あ
る
。
1
部
を
'
次
に
掲
げ
る
。

5
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」
-
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蝣
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諦
撒
抽
抽
紺
‥
B
f

v
s
t
<
,
＼
S
f
ォ
C
-
f
T
ォ
ム
苧
、
.
か
'

悶
r
j
c
w
ほ
」
」
>
!
*
&
]

↓
究
J
-
,
や
j
e
V
-
↑
巾
-
小
・
、
l
I
_
-
∫
-

9@一
I
V
*
-
…
∵
-
l

②
殿
に
は
本
当
に
申
し
訳
な
い
。

③
長
い
間
来
れ
な
-
て
悪
か
っ
た
な
あ
。

②
ど
う
し
て
裏
切
っ
て
し
ま
っ
た
ん
だ
ろ
う
　
　
優
し
-
さ
れ
る
と
よ
け
い

に
つ
ら
く
な
る
わ
。

③
こ
ん
な
淋
し
い
思
い
を
さ
せ
て
い
た
な
ん
て
-
-
し
か
し
泣
い
て
い
る
姿

も
美
し
-
愛
し
い
な
ぁ
。

②
ご
め
ん
な
さ
い
ね
。
好
き
な
の
だ
け
ど
ね
。

③
か
わ
い
ら
し
-
な
っ
た
な
あ
。
か
わ
い
い
。
か
わ
い
い
。

②
茄
は
ぜ
ん
ぜ
ん
私
の
気
持
ち
を
分
か
っ
て
い
な
い
O
　
こ
ん
な
に
も
思
い
悩

ん
で
い
る
の
に
。

③
浮
舟
は
会
わ
な
い
う
ち
に
奇
罪
に
な
っ
た
な
ぁ
。
心
配
し
な
-
て
も
こ
れ

か
ら
は
ず
っ
と
1
緒
に
い
る
よ
。
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②
あ
あ

③
ふ
ふ
ふ
ふ

ん
♪

生
徒
が
容
い
た
心
中
詞
の
例
を
、
②
と
③
の
1
部
の
み
、
次
に
掲
げ
る
。

心
中
詞
②
と
③
に
つ
い
て

②
ア
ノ
事
が
こ
の
人
に
バ
レ
た
ら
-
-
つ
て
何
で
あ
た
し
こ
の
人
に
バ
レ
る

こ
と
が
こ
わ
い
の
か
し
ら
?
　
(
現
代
語
訳
　
あ
た
し
っ
て
ヤ
な
女
-
-
)

③
何
や
ら
物
憂
げ
な
表
情
も
あ
な
う
つ
-
し
　
(
現
代
語
訳
　
浮
舟
っ
て
ば
サ

イ

コ

1

-

)

②
私
は
罪
深
い
女
だ
わ
。

③
私
は
幸
せ
者
だ
。

②
匂
宮
に
出
会
わ
な
け
れ
ば
良
か
っ
た
o
そ
う
す
れ
ば
ず
っ
と
煎
だ
け
を
好

き
で
い
ら
れ
た
の
に
。



③
や
っ
ぱ
り
こ
の
人
は
素
敵
な
ん
だ
。
早
-
一
緒
に
暮
ら
し
た
い
。

②
茄
の
想
い
が
、
自
分
を
も
っ
と
罪
深
-
さ
せ
て
し
ま
う
O
何
も
知
ら
な
い

素
に
、
そ
の
こ
と
ま
で
知
っ
て
い
る
自
分
が
向
き
合
お
う
と
す
る
な
ん
て
'

一
番
罪
な
こ
と
だ
。

③
長
い
間
会
わ
な
い
う
ち
に
こ
ん
な
に
も
女
ら
し
く
な
っ
て
い
た
ん
だ
。
自

分
の
せ
い
で
'
こ
の
人
も
さ
み
し
く
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
罪
深
い
こ
と
よ
。

②
私
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
-
-
。
こ
の
人
と
今
ま
で
通
り
に
つ
き
あ
え

る
の
だ
ろ
う
か
-
-
0

③
浮
舟
は
い
い
女
に
な
っ
て
'
い
っ
そ
う
好
き
に
な
っ
た
。

こ
の
「
1
六
　
あ
や
ふ
き
契
り
」
　
の
後
、
「
宇
治
川
下
り
　
(
浮
舟
)
」
　
の
部

分
、
新
潮
古
典
集
成
(
w
S
¥
j
L
n
-
W
g
¥
j
<
*
サ
)
　
を
プ
リ
ン
ト
し
て
授

業
を
行
っ
た
。
特
に
「
女
も
脱
ぎ
す
べ
さ
せ
た
ま
ひ
て
し
か
ば
へ
」
　
の
「
さ

せ
」
が
使
役
で
あ
る
こ
と
、
二
人
の
愛
の
確
認
の
後
の
匂
宮
の
「
姫
宮
に
こ

れ
を
た
て
ま
つ
り
た
ら
ば
、
い
み
じ
き
も
の
に
し
た
ま
ひ
て
む
か
し
」
と
浮

舟
を
女
房
と
し
て
扱
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
後
の
「
『
い
み
じ
く
お

ぼ
す
め
る
人
は
t
　
か
う
は
あ
ら
じ
よ
。
見
知
り
た
ま
ひ
た
り
や
』
と
の
た
ま

え
ば
'
げ
に
と
思
ひ
て
'
う
な
づ
き
て
ゐ
た
る
、
い
と
ら
う
た
げ
な
り
。
」

と
浮
舟
を
魅
了
し
て
い
-
箇
所
は
'
説
明
を
加
え
た
。
こ
の
、
雪
の
中
の
宇

治
川
下
り
へ
隠
れ
家
で
の
こ
と
の
授
業
内
容
は
'
迫
力
が
あ
り
、
リ
ア
リ
テ
ィ

の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
生
徒
は
「
ど
き
ど
き
し
て
-
る
」
と
言
っ
て
い
た
。

(
時
間
の
都
合
上
こ
の
実
践
は
一
時
間
)

次
に
、
教
科
告
所
収
部
分
「
1
七
　
宇
治
の
川
音
(
浮
舟
)
」
を
行
っ
た
。

こ
の
箇
所
は
'
ほ
と
ん
ど
会
話
と
心
中
詞
か
ら
な
る
。
そ
れ
を
視
覚
的
に

分
か
る
よ
う
に
'
会
話
と
心
中
詞
で
改
行
し
'
そ
の
主
体
を
明
示
し
た
プ
リ

ン
ト
を
作
り
授
業
を
し
た
。
宇
治
の
世
界
が
都
の
世
界
と
は
異
な
っ
て
騒
が

し
い
こ
と
へ
　
物
語
展
開
の
担
い
手
た
ち
が
受
領
階
級
の
女
に
な
っ
て
い
る
こ

と
を
確
認
し
た
。
(
こ
の
授
業
も
宇
治
十
帖
に
対
す
る
私
の
思
い
　
八
位
の
音

を
聞
い
て
入
水
す
る
浮
舟
や
'
茄
が
正
妻
に
浮
舟
の
こ
と
を
語
る
と
き
「
さ

れ
ど
そ
れ
は
、
数
に
だ
に
は
べ
る
ま
じ
」
と
い
う
と
こ
ろ
な
ど
)
も
い
れ
て

1
時
間
扱
い
)
　
プ
リ
ン
ト
の
一
部
を
次
に
掲
げ
る
O

【
工
夫
3
　
内
容
が
視
覚
的
に
分
か
る
よ
う
に
し
た
プ
リ
ン
ト
】

(
前
略
)

同
凶
「
ゆ
ゆ
し
き
身
と
の
み
思
う
た
ま
へ
し
み
に
し
か
ば
へ
　
こ
ま
や
か
に
見

え
た
て
ま
つ
り
き
こ
え
さ
せ
む
も
何
か
は
、
と
つ
つ
ま
し
-
て
過
ぐ
L
は
べ

り
つ
る
を
、
う
ち
捨
て
て
渡
ら
せ
た
ま
ひ
な
ば
、
い
と
心
細
-
な
む
は
べ
る

べ
け
れ
ど
へ
　
か
か
る
御
住
ま
ひ
は
、
心
も
と
な
-
の
み
見
た
て
ま
つ
る
を
へ

う
れ
し
-
も
は
べ
る
ペ
か
な
る
か
な
。
世
に
知
ら
ず
重
々
し
-
お
は
し
ま
す

ペ
か
め
る
殿
の
御
あ
り
さ
ま
に
て
'
か
-
尋
ね
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
し
も
'

お
ぼ
ろ
け
な
ら
じ
、
と
聞
こ
え
お
き
は
べ
り
に
し
、
浮
き
た
る
こ
と
に
や
は

は
べ
り
け
る
。
」

な
ど
言
ふ
。

園
「
後
は
知
ら
ね
ど
へ
た
だ
今
は
か
-
思
し
離
れ
ぬ
さ
ま
に
の
た
ま
ふ
に

つ
け
て
も
へ
　
た
だ
御
し
る
べ
を
な
む
思
ひ
出
で
き
こ
ゆ
る
。
宮
の
上
の
、
か

た
じ
け
な
-
あ
は
れ
に
思
し
た
り
L
も
'
つ
つ
ま
し
き
こ
と
な
ど
の
お
の
づ
か

ら
は
べ
り
し
か
ば
、
中
空
に
と
こ
ろ
せ
き
御
身
な
り
、
と
思
ひ
嘆
き
は
べ
り
て
。
」

と
言
ふ
。
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尼
君
う
ち
笑
ひ
て
'

同
風
「
こ
の
宮
の
へ
　
い
と
騒
が
し
き
ま
で
色
に
お
は
し
ま
す
な
れ
ば
'
心
ば

せ
あ
ら
む
若
き
人
へ
　
さ
ぷ
ら
ひ
に
-
げ
に
な
む
。
お
は
か
た
は
、
い
と
め
で

た
き
御
あ
り
さ
ま
な
れ
ど
、
さ
る
筋
の
こ
と
に
て
'
上
の
な
め
し
と
思
さ
む

な
む
わ
り
な
き
'
と
大
輔
が
む
す
め
の
語
り
は
べ
り
し
。
」

と
言
ふ
に
も
う

岡
凶
r
さ
り
や
'
ま
し
て
、
」

と
君
は
聞
き
臥
し
た
ま
へ
り
。

同
園
「
あ
な
う
む
-
つ
け
や
o
帝
の
御
む
す
め
を
も
ち
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ

る
人
な
れ
ど
'
よ
そ
よ
そ
に
て
、
あ
し
-
も
よ
-
も
あ
ら
む
は
、
い
か
が
は

せ
む
'
と
お
は
け
な
-
思
ひ
な
し
は
べ
る
。
よ
か
ら
ぬ
こ
と
を
引
き
出
で
た

ま
へ
ら
ま
し
か
ば
へ
す
べ
て
、
身
に
は
悲
し
-
い
み
じ
と
思
ひ
き
こ
ゆ
と
も
'

ま
た
見
た
て
ま
つ
ら
ざ
ら
ま
し
。
」

な
ど
、
言
ひ
か
は
す
こ
と
ど
も
に
、
い
と
ど
心
肝
も
つ
ぶ
れ
ぬ
。

(
後
略
)

実
践
し
て
、
提
出
さ
れ
た
作
文
の
中
で
'
会
話
に
よ
っ
て
作
文
が
展
開
さ

れ
て
い
る
例
を
、
次
に
掲
げ
る
。

「
そ
う
で
す
わ
。
や
は
り
匂
宮
様
と
で
は
世
間
体
が
悪
す
ぎ
ま
す
も
の
。
」

「
あ
ら
、
け
れ
ど
浮
舟
様
は
匂
宮
様
の
方
が
お
好
み
の
よ
う
で
す
わ
よ
。
私

も
、
語
の
君
は
少
し
・
・
・
-
。
」

「
あ
の
方
は
女
心
を
あ
ま
り
理
解
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
よ
う
で
す
も
の

ね
。
ま
じ
め
で
誠
実
と
い
え
ば
聞
こ
え
は
い
い
で
す
け
ど
。
」

「
け
れ
ど
も
匂
宮
様
は
有
名
な
女
好
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
れ
で
は
浮

舟
様
が
お
か
わ
い
そ
う
で
す
。
」

「
あ
ら
へ
　
そ
ん
な
こ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
も
、
茄
の
君
も
し
っ
か
り
と
し
た
北

の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
L
へ
　
そ
も
そ
も
あ
の
方
が
お
好
き
だ
っ
た
の
は

浮
舟
様
の
姉
君
で
し
ょ
う
。
な
ん
だ
か
ん
だ
言
っ
た
と
こ
ろ
で
匂
宮
様
と
何

が
ち
が
う
の
か
し
ら
。
」

「
そ
れ
は
そ
う
で
す
ね
。
」

そ
し
て
今
日
も
宇
治
の
一
日
は
終
る
。
浮
舟
の
苦
悩
は
続
く
ば
か
り
で
あ
る
。

〈
指
導
者
の
コ
メ
ン
ト
)
会
話
　
(
女
房
の
)
　
に
よ
っ
て
物
語
が
展
開
さ
れ
て
い
る
点
が

お
も
し
ろ
い
で
す
。

で
は
、
ど
の
よ
う
に
生
徒
の
心
に
届
い
た
か
を
へ
古
典
講
読
の
最
後
の
時
間

「
三
年
間
の
国
語
生
活
を
ふ
り
か
え
っ
て
」
の
作
文
例
の
中
か
ら
'
指
導
者
の

工
夫
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
を
、
次
に
部
分
の
み
箇
条
書
き
と
し
て
掲
げ
る
。
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三
年
間
の
国
語
生
活
を
ふ
り
か
え
っ
て

い
つ
の
世
も
、
女
性
と
い
う
も
の
は
う
わ
さ
好
き
で
あ
る
。
こ
こ
数
ヶ
月
、

宇
治
の
若
い
女
房
た
ち
の
う
わ
さ
の
ネ
タ
と
い
え
ば
1
つ
し
か
な
い
O
　
い
わ

-
、
「
茄
の
君
と
匂
宮
で
は
、
ど
ち
ら
が
い
い
男
か
」
。
今
日
も
暇
を
見
つ
け

て
は
女
房
た
ち
は
そ
こ
ら
か
し
こ
で
好
き
勝
手
な
議
論
に
ふ
け
る
。

「
浮
舟
様
の
お
相
手
で
し
た
ら
、
や
は
り
薫
の
君
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
」

●
で
も
、
私
を
単
な
る
「
国
語
が
好
き
」
か
ら
卒
業
さ
せ
て
も
ら
っ
た
の
は

市
立
の
国
語
の
授
業
で
し
た
。
私
は
こ
の
三
年
間
で
'
「
考
え
る
国
語
」

を
学
び
ま
し
た
。
「
考
え
る
」
と
い
う
よ
り
、
「
自
分
の
意
見
を
出
す
」
と

し
た
方
が
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

●
よ
-
考
え
て
み
る
と
'
こ
れ
ま
で
の
国
語
人
生
の
中
で
、
こ
ん
な
に
も
小



論
文
(
作
文
)
　
を
書
い
た
の
も
初
め
て
で
し
た
。
今
思
え
ば
、
文
を
書
い

て
い
た
時
の
時
間
と
い
う
の
は
'
と
て
も
貴
重
な
も
の
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
な
ぜ
な
ら
'
文
を
容
い
て
い
る
時
は
心
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
な

気
が
し
て
'
な
ん
と
な
く
居
心
地
の
良
さ
を
感
じ
た
か
ら
で
す
。
(
中
略
)

具
体
化
さ
れ
た
解
説
や
本
文
を
わ
か
り
や
す
-
手
直
し
さ
れ
た
プ
リ
ン
ト

は
授
業
を
う
け
る
上
で
と
て
も
役
立
ち
ま
し
た
。

●
「
源
氏
物
語
」
を
学
び
始
め
て
か
ら
は
も
っ
と
文
学
に
興
味
を
持
ち
ま
し

た
。
今
ま
で
私
は
'
問
題
を
解
-
こ
と
ば
か
り
を
考
え
て
、
た
だ
書
か
れ

て
い
る
こ
と
を
読
む
と
い
う
感
じ
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
で
も
「
源
氏
物

語
」
を
学
ん
で
'
「
源
氏
物
語
」
を
雷
い
た
紫
式
部
を
知
り
へ
　
そ
し
て
当

時
の
文
化
や
考
え
方
や
風
習
な
ど
を
同
時
に
知
っ
た
り
し
て
'
本
文
が
す

ん
な
り
自
分
の
心
に
入
っ
て
き
ま
し
た
。

●
で
も
'
最
近
に
な
っ
て
や
っ
と
源
氏
物
語
を
ぐ
っ
と
近
-
に
感
じ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
(
中
略
)
　
み
ん
な
の
作
文
か
ら
は
'
自
分
の
表
現
の
下

手
さ
を
痛
感
す
る
と
と
も
に
'
み
ん
な
が
ど
の
よ
う
に
源
氏
物
語
を
解
釈

し
'
ど
ん
な
ふ
う
に
感
じ
て
い
る
の
か
が
よ
-
分
か
り
、
良
い
刺
激
に
な

り
ま
し
た
o
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
波
線
は
指
導
者
が
施
し
た
O
)

こ
れ
ら
の
作
文
例
に
は
'
作
文
を
苔
-
こ
と
に
よ
り
へ
　
「
考
え
る
国
語
」

と
な
っ
た
こ
と
'
作
文
の
意
義
へ
書
-
こ
と
が
カ
タ
ル
シ
ス
に
な
っ
た
こ
と
へ

書
い
て
い
く
う
ち
に
'
書
-
こ
と
が
嫌
い
で
は
な
-
な
っ
た
こ
と
雷
-
こ
と

の
持
続
の
効
能
へ
　
「
源
氏
物
語
」
　
の
古
典
講
読
の
良
さ
、
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
の

作
文
に
よ
っ
て
自
分
の
世
界
が
広
が
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ

れ
ど
の
作
文
か
ら
も
う
　
「
源
氏
物
語
講
読
」
　
の
教
育
的
意
図
は
、
生
徒
に
伝

わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に
(
結
果
の
考
察
)

読
む
こ
と
を
苔
-
こ
と
に
組
み
込
ん
で
作
文
さ
せ
る
こ
と
は
、
私
の
作
文

教
育
の
基
本
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
へ
　
そ
の
読
む
こ
と
を
一
工
夫
し
て
心
に
屈

-
読
み
の
実
践
の
後
の
作
文
に
つ
い
て
報
告
し
た
。

方
法
と
し
て
'
読
み
の
段
階
で
'
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
取
り
入
れ
て
自
分
の

も
の
と
さ
せ
た
こ
と
は
、
加
藤
宏
文
先
生
の
お
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
「
自
分

で
問
う
か
ら
こ
そ
、
答
え
る
こ
と
」
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
人
間
生
き
て
い

く
途
上
で
他
者
に
聴
く
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
'
自
分
自
身
に
問
う
こ
と
が
ど
ん

な
に
多
い
こ
と
か
。
こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
、
ま
た
へ
グ
ル
ー
プ
内
で
作
り

あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。
生
徒
た
ち
は
グ
ル
ー
プ
内
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
取
れ
て
い
る
の
で
'
質
問
・
内
容
と
も
に
個
人
を
超
え
る
も
の
と
な
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
O
登
場
人
物
の
心
中
詞
を
考
え
さ
せ
た
り
へ
浸
画
を
活
用
し

て
イ
メ
ー
ジ
化
を
図
っ
た
り
し
た
の
は
、
生
徒
の
心
に
届
-
読
み
を
さ
せ
る

た
め
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
へ
　
「
無
常
と
い
う
こ
と
」
「
源
氏
物
語
」
　
の
実
践

過
程
の
中
で
'
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
さ
せ
た
り
'
心
中
詞
を
書
か
せ
た
り
す
る
作

業
は
、
授
業
の
後
半
に
持
っ
て
き
た
O
後
半
で
書
か
せ
て
回
収
し
'
次
の
時

間
に
は
プ
リ
ン
ト
に
し
て
生
徒
に
配
付
し
た
。
前
半
の
読
み
の
緊
張
感
を
後

半
で
解
放
さ
せ
て
、
自
由
な
発
想
が
出
て
-
る
よ
う
に
配
慮
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
'
グ
ル
ー
プ
学
習
を
さ
せ
る
と
時
間
的
に
グ
ル
ー
プ
差
が
出
て
-
る
。

そ
の
差
を
考
慮
に
入
れ
て
、
こ
の
作
業
を
授
業
後
半
に
持
っ
て
き
た
。

文
章
を
生
徒
各
自
の
心
に
内
在
化
さ
せ
た
方
が
、
質
・
量
と
も
に
充
実
し

た
作
文
に
な
っ
て
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
浜
松
市
立
高
校
)
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