
一
　
は
じ
め
に

　『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
九
「 

第
十
八
」

は
芥
川
龍
之
介
「
羅
生
門
」（『
帝
国
文
学
』
初
出
　
一
九
一
五
年
）
の
も
と
と

な
っ
た
説
話
と
し
て
つ
と
に
有
名
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
今
昔
、
摂
津
ノ
国
ノ
邊
ヨ
リ
盗
セ
ム
ガ
タ
メ
ニ
、
京
ニ
上
ケ
ル
男
ノ
、
日
ノ

未
ダ
明
カ
リ
ケ
レ
バ
、
羅
城
門
ノ
下
ニ
立
隠
レ
テ
立
テ
リ
ケ
ル
ニ
、
朱
雀
ノ
方

ニ
人
重
ク
行
ケ
レ
バ
、
人
ノ
静
マ
ル
マ
デ
ト
思
テ
、
門
ノ
下
ニ
待
立
テ
リ
ケ
ル

ニ
、
山
城
ノ
方
ヨ
リ
人
共
ノ
数
来
タ
ル
音
ノ
シ
ケ
レ
バ
、
其
レ
ニ
不
見
エ
ジ
ト

思
テ
、
門
ノ
上
層
ニ
、
和
ラ
搔
ヅ
リ
登
タ
リ
ケ
ル
ニ
、
見
レ
バ
髴
ニ
燃
シ
タ
リ
。

　
こ
の
部
分
を
注
釈
書
ご
と
に
比
較
し
て
み
る
と
、「
摂
津
ノ
国
ノ
邊
」
に
当
て

ら
れ
る
語
が
次
の
よ
う
に
異
な
る
こ
と
が
分 

。

　
　
大
系
・
全
集
・
集
成
・
新
全
集
・
読
解
…「
ほ
と
り
」

　
　
完
訳
・
新
大
系
…「
わ
た
り
」

羅
城
門
登
上
層
見
死
人
盗
人
語

ら
せ
い
も
ん
の
う
は
こ
し
に
の
ぼ
り
て
し
に
ん
を
み
た
る
ぬ
す
び
と
の
こ
と

か
る＊１

　
両
語
の
記
述
を
日
本
国
語
大
辞
典
（JapanK

now
ledge

      
   
     

版
）
で
確
認
す
る
と
、

ど
ち
ら
も
「
あ
た
り
」
と
の
関
連
を
述
べ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
日
本
国
語

大
辞
典
に
お
け
る
三
語
の
意
味
用
法
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。

「
あ
た
り
」…
基
準
と
な
る
場
所
も
含
め
た
付
近
一
帯
。
単
独
で
使
用
可
能
。

「
ほ
と
り
」…
基
準
と
な
る
も
の
の
は
ず
れ
、
そ
の
付
近
。

「
わ
た
り
」…
基
準
と
な
る
場
所
も
含
め
た
付
近
一
帯
を
漠
然
と
指
す
。
接
尾
的
、

連
体
修
飾
的
に
使
用
。

　
本
稿
で
は
、
訓
点
資
料
と
仮
名
文
資
料
を
対
象
と
し
て
、
日
本
国
語
大
辞
典

の
記
述
の
妥
当
性
を
検
討
す
る
。
ま
た
、
注
釈
書
の
「
邊
（
辺
）」
に
対
す
る
付

訓
「
ほ
と
り
」「
わ
た
り
」
の
違
い
を
題
材
に
し
た
勤
務
校
（
比
治
山
大
学
）
で

の
授
業
実
践
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。

─　　─８３

「
国
語
教
育
研
究
」
第
五
十
九
号
（
平
成
三
十
年
三
月
刊
）

　

平
安
時
代
の
類
義
語
「
あ
た
り
」「
ほ
と
り
」「
わ
た
り
」

─
─
古
典
教
材
を
使
っ
た
語
彙
指
導
に
向
け
て
─
─

刀
　
田
　
絵
美
子



二
　
平
安
時
代
資
料
に
お
け
る 

「
あ
た
り
」「
ほ
と
り
」「
わ
た
り
」

二
─
一
　
訓
点
資
料
で
の
用
法

　
築
島
裕
編
『
訓
点
語
彙
集
成
』（
汲
古
書
院
　
二
〇
〇
七
年
～
二
〇
〇
九
年
）

を
用
い
て
、
訓
点
資
料
に
お
け
る
付
訓
状
況
を
確
認
す
る
。
な
お
、
本
書
は

「
平
安
時
代
後
半
期
（
一
〇
〇
一
年
以
後
）」
を
中
心
に
、
九
世
紀
か
ら
十
四
世

紀
の
訓
点
を
収
め
た
資
料
で
あ
る
（
一
部
、
そ
の
前
後
の
訓
点
も
存
す
る
）。

　「
邊
（
辺
）」
に
対
し
て
は
、「
ア
タ
リ
　
カ
タ
　
カ
タ
ハ
ラ
　
ハ
シ
　
ハ
タ 

ヘ
　
ホ
ト
リ
　
ミ
モ
ト
　
モ
ト
」
の
九
種
が
収
め
ら
れ
て
い
た
。「
ワ
タ
リ
」
は

挙
げ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　
そ
の
う
ち
、「
あ
た
り
」
の
全
訓
が
付
さ
れ
る
の
は
次
の
二
例
で
あ
る
。

① 
邊 
　 

（『
法
華
経
単
字
』
保
延
二
（
一
一
三
六
）
年
）

ホ
ト
リ

②
夢
裏
向
渠 

（『
醍
醐
寺
蔵
　
遊
仙
窟
』
康
永
三
（
一
三
四
四
）
年
）

　
①
は
法
華
経
中
の
漢
字
一
字
一
字
（
単
字
）
を
出
現
順
に
並
べ
、
反
切
・
声

点
・
字
音
注
・
和
訓
を
付
し
た
資
料
で
あ
る
。「
邊
（
辺
）」
の
場
合
、
当
該
漢

字
の
右
傍
に
「
ホ
ト
リ
」、
下
部
に
「
ア
タ
リ
」
を
記
載
す
る
点
が
興
味
深
い
。

②
は
唐
代
に
四
六
駢
儷
体
で
書
か
れ
た
伝
奇
小
説
で
、
贈
答
詩
を
豊
富
に
含
む
。

当
該
箇
所
は
女
性
が
詠
ん
だ
詩
の
一
部
で
あ
る
。

　「
あ
た
り
」
が
「
邊
（
辺
）」
に
付
訓
さ
れ
る
の
に
対
し
、「
ほ
と
り
」
は
、

ア
タ
リ

布
　
山千

　邊
　

カ
タ
ハ
ラ

ア
タ
リ

「
側
」（
五
八
例
）、「
邊
」（
三
六
例
）、「
頭
」（
二
三
例
）、「
上
」（
十
九
例
）、

「
畔
」（
十
三
例
）、「
傍
」（
十
一
例
）、「
垂
」（
十
例
）、「
崖
」（
七
例
）、「
濱
」

（
六
例
）、「
埵
」（
五
例
）、「
口
」「
岸
」「
湄
」「
首
」（
各
三
例
）、「
下
」「
次
」

「
際
」（
各
二
例
）
に
付
訓
さ
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。「
交
」「
側
近
」

「
右
」「
旁
」「
測
」「
渓
」「
裔
」「
邊
裔
」「
面
」
も
一
例
ず
つ
存
す
る
。

　
こ
れ
ら
は
、
漢
字
そ
の
も
の
が
あ
る
場
所
に
お
け
る
位
置
や
境
界
を
表
し
て

い
る
が
、
そ
の
中
で
も
特
に
〈
水
辺
〉
を
表
す
漢
字
（
崖
・
濱
・
岸
・
湄
・
渓
）

に
対
し
て
、「
ホ
ト
リ
」
と
加
点
さ
れ
る
点
に
注
目
し
た
い
。
本
稿
で
対
象
と
し

た
「
邊
（
辺
）」
は
、
そ
れ
自
体
が
〈
水
辺
〉
を
表
す
漢
字
で
は
な
い
が
、
例
え

ば
岩
崎
本
『
日
本
書
紀
』
巻
二
四
（
平
安
中
期
加
点
）
で
は
、
次
の
よ
う
に
用

い
る
こ
と
で
、
結
果
と
し
て
〈
水
辺
〉
を
表
す
。

③
秋
七
月
、
東
国
不
尽
河 
邊 
人
大
生
部
多
、
勧
祭
虫
於
村
里
之
人

ホ
ト
リ

　
た
だ
し
、
同
じ
資
料
で
も
「
邊
（
辺
）」
が
〈
国
の
周
辺
〉
を
表
す
場
合
に

「
ホ
ト
リ
」
と
付
訓
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、「
ほ
と
り
」
が
必
ず
し
も
〈
水
辺
〉

を
表
す
語
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

④
癸
酉
、
越 
邊 
蝦
夷
、
数
千
内
附
。

ホ
ト
リ

二
─
二
　
仮
名
文
資
料
で
の
用
法

　
次
に
、
仮
名
文
資
料
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
こ
で
仮
名
文
資
料
を
取
り
上

げ
る
の
は
、
本
稿
冒
頭
に
紹
介
し
た
今
昔
物
語
集
巻
二
九
が
仮
名
文
（
和
文
）

を
依
拠
資
料
と
し
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
本
朝
世
俗
部
に
収
録
さ
れ
て
お

─　　─８４



り
、
平
安
初
中
期
仮
名
文
の
語
彙
と
の
親
和
性
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

た
め
で
あ
る
。

　
本
稿
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
国
立
国
語
研
究
所
の
コ
ー
パ
ス
検
索
ア
プ
リ

ケ
ー
シ
ョ
ン
「
中
納
言
」（ver.

    2  .  3  
）
を
利
用
し
て
、「
日
本
語
歴
史
コ
ー
パ
ス
」

に
お
け
る
平
安
時
代
仮
名
文
の
「
あ
た
り
」「
ほ
と
り
」「
わ
た
り
」
の
用
例
数

を
確
認
し
た
。
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
資
料
の
成
立
順
に
並
べ
て
み
る
。

　
そ
の
語
を
用
い
る
か
ど
う
か
は
、
当
該
語
を
用
い
る
べ
き
場
面
・
文
脈
を
有

し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
資
料
の
語
彙
量
も
関
係
す
る
だ
ろ
う
。【
表
】
で
興
味

深
い
の
は
、「
あ
た
り
」「
ほ
と
り
」「
わ
た
り
」
の
三
語
を
用
い
る
資
料
と
、

「
あ
た
り
」「
わ
た
り
」
を
用
い
、「
ほ
と
り
」
を
用
い
な
い
資
料
に
時
代
差
が
あ

る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
だ
。
平
安
時
代
仮
名
文
の
最
大
語
彙
量
を
誇
る
源
氏
物

語
に
お
い
て
も
同
様
で
、「
ほ
と
り
」
は
用
い
ら
れ
ず
、「
あ
た
り
」「
わ
た
り
」

は
そ
れ
ぞ
れ
百
例
以
上
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
か
。

　
二
─
一
で
確
認
し
た
こ
と
と
結
び
つ
け
る
と
、「
ほ
と
り
」
は
漢
文
を
訓
読
す

る
場
合
に
は
用
い
、
仮
名
文
（
和
文
）
で
は
用
い
ら
れ
な
い
。
逆
に
、「
わ
た

り
」
は
漢
文
を
訓
読
す
る
場
合
に
は
用
い
、
仮
名
文
（
和
文
）
で
は
用
い
ら
れ

な
い
と
整
理
で
き
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
漢
文
訓
読
語
」
と
「
和
文
語
」

の
概
念
で
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
た
だ
し
、
竹
取 

を
例
外
と
し
て
、
古
今
和
歌
集
か
ら
大
和
物
語
ま
で
、

つ
ま
り
成
立
年
代
が
揺
れ
る
資
料
は
あ
る
も
の
の
、
調
査
し
た
範
囲
の
資
料
で

は
、
九
五
〇
年
頃
ま
で
に
成
立
し
た
仮
名
文
で
「
あ
た
り
」「
ほ
と
り
」「
わ
た

り
」
の
三
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
に
お
い
て
、
三
語
は
ど
の

よ
う
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
意
味
用
法
以
外
の
側
面
で
使
い

分
け
る
理
由
が
存
在
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
土
佐
日
記
、

伊
勢
物
語
、
大
和
物
語
の
用
例
を
検
討
し
、
三
語
の
意
味
用
法
を
考
え
て
み
る
。

（
１
）
土
佐
日
記

　「
あ
た
り
」
一
例
、「
ほ
と
り
」
五
例
、「
わ
た
り
」
二
例
が
用
い
ら
れ
る
。

　
土
佐
日
記
は
、
表
現
内
容
の
性
質
上
、〈
水
辺
〉
に
関
連
す
る
場
所
と
結
び
つ

き
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、「
あ
た
り
」
の
例
を
示
す
。

物
語＊２

─　　─８５

【
表
】
仮
名
文
に
お
け
る
「
あ
た
り
」「
ほ
と
り
」「
わ
た
り
」
の
使
用

資
料
名

竹
取
物
語

古
今
和
歌
集

土
佐
日
記

伊
勢
物
語

大
和
物
語

平
中
物
語

蜻
蛉
日
記

落
窪
物
語

枕
草
子

源
氏
物
語

紫
式
部
日
記

堤
中
納
言
物
語

更
級
日
記

大
鏡

讃
岐
典
侍
日
記

「
あ
た
り
」

７
例

５
例

１
例

２
例

２
例

２
例

４
例

６
例

４
例

　
例
１６４３

例
３
例

１
例

５
例

１
例

「
ほ
と
り
」

０
例

　
例
１５５

例
６
例

１
例

０
例

０
例

０
例

０
例

０
例

０
例

０
例

０
例

０
例

０
例

「
わ
た
り
」

０
例

１
例

２
例

３
例

９
例

３
例

　
例
１２２

例
７
例

　
例
１３５　

例
１０　

例
１０２

例
２
例

２
例

備
考

三語とも使用
９１４年頃～９５１年 
頃成立の資料群

「あたり」「わたり」のみを使用
（「ほとり」不使用）

９６０年頃～１１０９年頃成立の資料群



①
十
三
日
の
暁
に
、
い
さ
さ
か
に
雨
降
る
。
し
ば
し
あ
り
て
や
み
ぬ
。
女
か
れ

こ
れ
、
沐
浴
な
ど
せ
む
と
て
、
あ
た
り
の
よ
ろ
し
き
と
こ
ろ
に
下
り
て
行
く
。

　
土
佐
日
記
で
は
、「
あ
た
り
」
は
抽
象
的
な
、
漠
然
と
し
た
場
所
を
表
す
語
と

し
て
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
ほ
と
り
」「
わ
た
り
」
は
、
具
体
的
な

場
所
を
表
す
語
と
し
て
使
用
さ
れ
る
。

②
上
、
中
、
下
、
酔
ひ
飽
き
て
、
い
と
あ
や
し
く
、
潮
海
の
ほ
と
り
に
て
あ
ざ

れ
あ
へ
り
。

③
か
く
て
漕
ぎ
行
く
ま
に
ま
に
、
海
の
ほ
と
り
に
と
ま
れ
る
人
も
遠
く
な
り
ぬ
。

船
の
人
も
見
え
ず
な
り
ぬ
。

④
八
日
。
な
ほ
、
川
上
り
に
な
づ
み
て
、
鳥
飼
の
御
牧
と
い
ふ
ほ
と
り
に
泊
ま

る
。
今
宵
、
船
君
、
例
の
病
お
こ
り
て
、
い
た
く
悩
む
。

⑤
こ
こ
に
、
相
応
寺
の
ほ
と
り
に
、
し
ば
し
船
を
と
ど
め
て
、
と
か
く
定
む
る

こ
と
あ
り
。
こ
の
寺
の
岸
ほ
と
り
に
、
柳
多
く
あ
り
。

⑥
さ
て
、
池
め
い
て
窪
ま
り
、
水
つ
け
る
と
こ
ろ
あ
り
。
ほ
と
り
に
松
も
あ
り

き
。

　
何
の
「
ほ
と
り
」
か
に
注
目
す
る
と
、「
ほ
と
り
」
が
水
辺
（
海
の
「
ほ
と

り
」）
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
⑤
で
は
「
岸
ほ
と
り
」
と
い
う
語
が
見
ら

れ
る
が
、
日
本
国
語
大
辞
典
・
古
語
大
辞
典
で
は
、
こ
れ
を
「
き
し
べ
（
岸
辺
）

に
同
じ
」
と
す
る
。
た
だ
し
、
土
佐
日
記
の
当
該
箇
所
以
外
に
使
用
例
が
見
あ

た
ら
ず
、
当
時
の
一
般
的
な
語
彙
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
、
土
佐
日

記
で
は
、「
ほ
と
り
」
に
前
接
（
あ
る
い
は
後
接
）
す
る
他
例
を
見
な
い
。

　
一
方
、「
わ
た
り
」
は
、
も
う
少
し
広
い
範
囲
を
表
す
地
名
と
結
び
つ
き
、

「
ほ
と
り
」
よ
り
も
広
い
範
囲
を
指
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

⑦
二
十
三
日
。
日
照
り
て
、
曇
り
ぬ
。
こ
の
わ
た
り
、
海
賊
の 
恐
り 
あ
り
、
と

（
マ
マ
）

い
へ
ば
、
神
仏
を
祈
る
。

⑧
石
津
と
い
ふ
と
こ
ろ
の
松
原
お
も
し
ろ
く
て
、
浜
辺
遠
し
。
ま
た
、
住
吉
の

わ
た
り
を
漕
ぎ
行
く
。

（
２
）
伊
勢
物
語

　「
あ
た
り
」
二
例
、「
ほ
と
り
」
六
例
、「
わ
た
り
」
三
例
が
用
い
ら
れ
る
。

①
君
が
あ
た
り
見
つ
つ
を
居
ら
む
生
駒
山
雲
な
か
く
し
そ
雨
は
降
る
と
も

②
む
か
し
、
そ
こ
に
は
あ
り
と
聞
け
ど
、
消
息
を
だ
に
い
ふ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
女

の
あ
た
り
を
思
ひ
け
る
。

　
①
は
、
大
和
国
か
ら
河
内
国
高
安
に
向
か
う
男
が
い
る
で
あ
ろ
う
場
所
を
指

し
て
お
り
、
土
佐
日
記
①
と
共
通
す
る
漠
然
と
し
た
場
所
を
指
す
用
法
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
②
は
「
女
の
身
辺
の
意
で
、
女
の
こ
と
を
漠
然
と
さ
し
て
い

う
」（
新
全
集
頭
注
）
用
法
で
、
場
所
を
指
し
て
い
る
わ
け
で
は 

。

　
こ
れ
に
対
し
て
、「
ほ
と
り
」「
わ
た
り
」
は
、
や
は
り
具
体
的
な
場
所
を
示

す
語
と
共
起
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、「
ほ
と
り
」
は
水
辺

（
沢
・
河
・
海
）
と
共
起
す
る
。

③
そ
こ
を
八
橋
と
い
ひ
け
る
は
、
水
ゆ
く
河
の
く
も
で
な
れ
ば
、
橋
を
八
つ
わ

な
い＊３
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た
せ
る
に
よ
り
て
な
む
、
八
橋
と
い
ひ
け
る
。
そ
の
沢
の
ほ
と
り
の
木
の
か

げ
に
お
り
ゐ
て
、
か
れ
い
ひ
食
ひ
け
り
。

④
な
ほ
ゆ
き
ゆ
き
て
、
武
蔵
の
国
と
下
つ
総
の
国
と
の
な
か
に
い
と
大
き
な
る

河
あ
り
。
そ
れ
を
す
み
だ
河
と
い
ふ
。
そ
の
河
の
ほ
と
り
に
む
れ
ゐ
て
、
思

ひ
や
れ
ば
、
か
ぎ
り
な
く
遠
く
も
来
に
け
る
か
な
、
と
わ
び
あ
へ
る
に
、
渡

守
、「
は
や
船
に
乗
れ
、
日
も
暮
れ
ぬ
」
と
い
ふ
に
、

⑤
む
か
し
、
左
の
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み
い
ま
そ
が
り
け
り
。
賀
茂
河
の
ほ
と
り

に
、
六
条
わ
た
り
に
、
家
を
い
と
お
も
し
ろ
く
造
り
て
、
す
み
た
ま
ひ
け
り
。

⑥
親
王
の
の
た
ま
ひ
け
る
、「
交
野
を
狩
り
て
、
天
の
河
の
ほ
と
り
に
い
た
る
、

を
題
に
て
、
歌
よ
み
て
盃
は
さ
せ
」
と
の
た
ま
う
け
れ
ば
、
か
の
馬
の
頭
よ

み
て
奉
り
け
る
。

⑦
こ
の
男
、
な
ま
宮
づ
か
へ
し
け
れ
ば
、
そ
れ
を
た
よ
り
に
て
、
衛
府
の
佐
ど

も
集
り
来
に
け
り
。
こ
の
男
の
こ
の
か
み
も
衛
府
の
督
な
り
け
り
。 
そ
の
家

の
前
の
海 
の
ほ
と
り
に
、
遊
び
歩
き
て
、「
い
ざ
、
こ
の
山
の
か
み
に
あ
り
と

い
ふ
布
引
の
滝
見
に
の
ぼ
ら
む
」
と
い
ひ
て
、
の
ぼ
り
て
見
る
に
、
そ
の
滝
、

も
の
よ
り
こ
と
な
り
。

⑧
む
か
し
、
男
、
親
王
た
ち
の
逍
遙
し
た
ま
ふ
所
に
ま
う
で
て
、
龍
田
河
の
ほ

と
り
に
て
、
ち
は
や
ぶ
る
神
代
も
聞
か
ず
龍
田
河
か
ら
く
れ
な
ゐ
に
水
く
く

る
と
は

　「
ほ
と
り
」
が
水
辺
に
関
係
す
る
表
現
と
共
起
す
る
の
に
対
し
て
、「
わ
た
り
」

は
全
例
が
京
都
の
東
西
区
画
を
示
す
「
条
」
と
共
起
す
る
。
ま
た
、
語
ら
れ
る

場
所
を
特
定
し
て
い
く
「
わ
た
り
」
の
性
質
か
ら
か
、
各
章
段
の
冒
頭
に
用
い

ら
れ
る
。
こ
れ
は
「
わ
た
り
」
に
限
ら
ず
、「
ほ
と
り
」
の
一
部
で
も
見
ら
れ
る

が
、「
わ
た
り
」
は
全
例
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。

⑨
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
東
の
五
条
わ
た
り
に
、
い
と
忍
び
て
い
き
け
り
。

⑩
む
か
し
、
男
、
五
条
わ
た
り
な
り
け
る
女
を
、
え
得
ず
な
り
に
け
る
こ
と
と

わ
び
た
り
け
る
、
人
の
返
り
ご
と
に
、
思
ほ
え
ず
袖
に
み
な
と
の
さ
わ
ぐ
か

な
も
ろ
こ
し
船
の
よ
り
し
ば
か
り
に

⑪
む
か
し
、
左
の
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み
い
ま
そ
が
り
け
り
。
賀
茂
河
の
ほ
と
り

に
、
六
条
わ
た
り
に
、
家
を
い
と
お
も
し
ろ
く
造
り
て
、
す
み
た
ま
ひ
け
り
。

　
伊
勢
物
語
の
例
で
興
味
深
い
の
は
、
第
八
一
段
冒
頭
（
⑤
⑪
）
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
「
ほ
と
り
」
を
使
っ
て
南
北
の
場
所
を
示
し
、
次
に
「
わ
た
り
」
を

使
っ
て
東
西
の
場
所
を
示
す
こ
と
で
、
左
の 
大  
臣 
（
源
融
）
の
邸
宅
「
河

お
ほ
い
ま
 う
ち
ぎ
み

原
院
」
の
場
所
を
特
定
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
表
現
方
法
が
用
い
ら
れ
る
こ

と
で
、
ぼ
ん
や
り
と
京
都
の
地
図
を
俯
瞰
し
て
い
た
読
者
の
思
考
を
、
焦
点
化

し
て
い
く
効
果
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（
３
）
大
和
物
語

　「
あ
た
り
」
二
例
、「
ほ
と
り
」
一
例
、「
わ
た
り
」
九
例
が
用
い
ら
れ
る
。

①
南
院
の
七
郎
君
と
い
ふ
人
あ
り
け
り
、
そ
れ
な
む
、
こ
の
う
か
れ
め
の
す
む

あ
た
り
に
、
家
つ
く
り
て
す
む
と
聞
し
め
し
て
、
そ
れ
に
な
む
、
の
た
ま
ひ

あ
づ
け
た
る
。

②
さ
て
后
の
宮
、
春
宮
の
女
御
と
聞
え
て
大
原
野
に
ま
う
で
た
ま
ひ
け
り
。
御

と
も
に
上
達
部
・
殿
上
人
い
と
お
ほ
く
仕
う
ま
つ
り
け
り
。
在
中
将
も
仕
う
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ま
つ
れ
り
。
御
車
の
あ
た
り
に
、
な
ま
暗
き
を
り
に
立
て
り
け
り
。

　
①
は
亭
子
帝
（
宇
多
天
皇
）
が
鳥
飼
院
に
遊
ん
だ
時
に
気
に
入
っ
た
「
う
か

れ
め
」
の
す
む
「
あ
た
り
」
に
「
南
院
の
七
郎
君
」
の
家
が
あ
り
、
と
い
う
文

脈
で
あ
る
。
そ
れ
が
ど
こ
か
は
示
さ
れ
ず
漠
然
と
し
て
い
る
と
と
も
に
、
こ
こ

で
唐
突
に
現
れ
る
「
南
院
の
七
郎
君
」
も
源
清
平
（
本
朝
皇
胤
紹
運
録
）
か
英

我
王
（
尊
卑
分
脈
）
か
、「
系
図
に
よ
っ
て
違
い
、
確
実
な
こ
と
が
い
え
な
い
」

（
新
全
集
頭
注
）
人
物
で
、
あ
え
て
人
物
や
場
所
を
曖
昧
に
す
る
こ
と
で
、
虚
構

性
を
強
調
す
る
意
図
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
②
は
こ
れ
ま
で
の
例
に
は
見
ら
れ
な
い
用
法
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
場
所
や

地
名
を
表
す
語
と
共
起
し
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
に
比
べ
る
と
指
し
示
す
範
囲
が

小
さ
く
限
定
的
で
あ
る
。

　
次
に
、「
ほ
と
り
」
の
例
を
挙
げ
る
。
大
和
物
語
で
も
、
や
は
り
水
辺
を
表
す

語
と
共
起
す
る
。

③
い
と
い
た
う
あ
は
れ
が
り
た
ま
ひ
て
、
池
の
ほ
と
り
に
お
ほ
み
ゆ
き
し
た
ま

ひ
て
、
人
々
に
歌
よ
ま
せ
た
ま
ふ
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、「
わ
た
り
」
は
地
名
と
結
び
付
く
用
法
が
多
い
。

④
野
大
弐
、
討
手
の
使
に
下
り
た
ま
ひ
て
、
そ
れ
が
家
の
あ
り
し
わ
た
り
を
た

づ
ね
て
、「
檜
垣
の
御
と
い
ひ
け
む
人
に
、
い
か
で
あ
は
む
。
い
づ
く
に
か
す

む
ら
む
」
と
の
た
ま
へ
ば
、「
こ
の
わ
た
り
に
な
む
す
み
は
べ
り
し
」
な
ど
、

と
も
な
る
人
も
い
ひ
け
り
。

⑤
亭
子
の
帝
、
鳥
飼
院
に
お
は
し
ま
し
に
け
り
。
例
の
ご
と
、
御
遊
び
あ
り
。

「
こ
の
わ
た
り
の
う
か
れ
め
ど
も
、
あ
ま
た
ま
ゐ
り
て
さ
ぶ
ら
ふ
な
か
に
、

声
お
も
し
ろ
く
、
よ
し
あ
る
も
の
は
侍
り
や
」
と
問
は
せ
た
ま
ふ
に
、

⑥
津
の
国
の
難
波
の
わ
た
り
に
家
し
て
す
む
人
あ
り
け
り
。
あ
ひ
知
り
て
年
ご

ろ
あ
り
け
り
。

⑦
難
波
に
祓
へ
し
て
、
か
へ
り
な
む
と
す
る
時
に
、「
こ
の
わ
た
り
に
見
る
べ
き

こ
と
な
む
あ
る
」
と
て
、「
い
ま
す
こ
し
、
と
や
れ
、
か
く
や
れ
」
と
い
ひ
つ

つ
、
こ
の
車
を
や
ら
せ
つ
。
家
の
あ
り
し
わ
た
り
を
見
る
に
、
屋
も
な
し
人

も
な
し
。

⑧
内
舎
人
な
り
け
る
人
、
お
ほ
う
わ
の
御
幣
使
に
、
大
和
の
国
に
下
り
け
り
。

井
手
と
い
ふ
わ
た
り
に
、
清
げ
な
る
人
の
家
よ
り
、
女
ど
も
わ
ら
は
べ
い
で

来
て
、
こ
の
い
く
人
を
見
る
。

⑨
ま
た
、
お
な
じ
使
に
さ
さ
れ
て
大
和
へ
い
く
と
て
、 
井
手 
の
わ
た
り
に
宿
り

ゐ
て
見
れ
ば
、
前
に
井
な
む
あ
り
け
る
。

⑩
良
岑
の
宗
貞
の
少
将
、
も
の
へ
ゆ
く
道
に
、
五
条
わ
た
り
に
て
、
雨
い
た
う

降
り
け
れ
ば
、
荒
れ
た
る
門
に
立
ち
か
く
れ
て
見
入
る
れ
ば
、
五
間
ば
か
り

な
る
檜
皮
屋
の
し
も
に
、
土
屋
倉
な
ど
あ
れ
ど
、
こ
と
に
人
な
ど
見
え
ず
。

　
以
上
、
土
佐
日
記
、
伊
勢
物
語
、
大
和
物
語
の
用
例
か
ら
左
の
結
論
を
得
た
。

「
あ
た
り
」

　
　
漠
然
と
し
た
場
所
を
指
す
。
単
独
で
も
使
用
さ
れ
る
が
、
連
体
修
飾
的
に

も
用
い
る
。

「
ほ
と
り
」
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具
体
的
、
限
定
的
な
水
辺
に
関
係
す
る
場
所
を
指
す
言
葉
と
共
起
す
る
。

「
わ
た
り
」

　
　「
ほ
と
り
」
よ
り
広
い
場
所
を
指
す
こ
と
ば
と
共
起
す
る
。
連
体
修
飾
的
に

使
用
さ
れ
る
。

　
右
よ
り
、
三
語
に
存
在
し
た
意
味
用
法
上
の
区
別
が
う
か
が
え
る
。
な
ぜ
、

十
世
紀
中
頃
以
降
、
仮
名
文
資
料
に
お
い
て
「
ほ
と
り
」
が
用
い
ら
れ
な
く

な
っ
た
の
か
。
同
時
代
の
訓
点
資
料
で
「
わ
た
り
」
が
用
い
ら
れ
な
い
理
由
と

あ
わ
せ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
古
本
説
話
集
や
宇
治
拾
遺
物
語
と

い
っ
た
今
昔
物
語
集
に
続
く
説
話
集
で
は
「
ほ
と
り
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
理
由
に
つ
い
て
も
、
稿
を
改
め
て
考
え
た
い
。

三
　
類
義
語
「
ほ
と
り
」「
わ
た
り
」
を
用
い
た
授
業
実
践

三
─
一
　
受
講
生
の
実
態

　
稿
者
が
所
属
す
る
比
治
山
大
学
言
語
文
化
学
科
は
定
員
一
二
〇
名
、
二
年
次

に
進
む
段
階
で
、
学
生
の
希
望
に
応
じ
て
日
本
語
文
化
コ
ー
ス
と
国
際
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
コ
ー
ス
に
分
か
れ
る
。
様
々
な
入
試
形
態
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、

入
試
の
段
階
で
古
典
が
課
さ
れ
る
の
は
一
般
入
試
の
一
部
で
あ
る
た
め
、
入
学

後
、
様
々
な
学
習
歴
を
持
つ
受
講
生
が
同
じ
授
業
を
受
講
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
学
生
の
実
態
を
踏
ま
え
、
授
業
で
は
（
い
ち
い
ち
確
認
し
な
い

ま
で
も
）
現
代
語
訳
を
本
文
下
に
プ
リ
ン
ト
し
た
り
、
内
容
把
握
に
つ
な
が
る

適
切
な
範
読
（
解
説
）、
必
要
に
応
じ
た
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
の
活
用
な
ど
、「
学
修
」

に
向
か
う
た
め
の
構
え
づ
く
り
や
環
境
整
備
を
丁
寧
に
行
う
よ
う
心
が
け
て
い

る
。
ま
た
、
課
題
を
出
す
場
合
は
、
で
き
る
だ
け
具
体
的
に
作
業
内
容
を
指
示

し
、
作
業
に
必
要
な
基
礎
資
料
を
図
書
館
内
で
別
置
し
て
も
ら
う
な
ど
の
工
夫

が
必
要
で
あ
る
。

　
さ
て
、
以
下
に
紹
介
す
る
「
日
本
語
研
究
Ⅱ
」（
二
年
後
期
開
講
）
は
、
今
昔

物
語
集
を
テ
ー
マ
に
授
業
を
行
っ
て
い
る
。
二
〇
一
七
年
度
は
第
一
回
と
第
二

回
に
今
昔
物
語
集
巻
二
九
第
十
八
話
を
取
り
上
げ
、「
邊
（
辺
）」
の
付
訓
に
つ

い
て
、
調
査
に
基
づ
く
考
察
を
体
験
す
る
活
動
を
行
っ
た
。

三
─
二
　
授
業
の
展
開

（
１
）
導
入
部
分

　
第
一
回
目
の
授
業
で
あ
っ
た
た
め
、
授
業
内
容
や
評
価
方
法
、
対
象
作
品
な

ど
を
説
明
し
た
上
で
、「
古
典
」
テ
キ
ス
ト
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
解
説
し
た
。

そ
の
際
、
今
昔
物
語
集
巻
二
九
第
十
八
話
の
影
印
、
そ
れ
を
底
本
と
す
る
二
種

類
の
注
釈
書
（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
今
昔
物
語
集
』
お
よ
び
『
新
編
日
本

古
典
文
学
全
集
　
今
昔
物
語
集
』）、
さ
ら
に
そ
れ
に
基
づ
く
教
科
書
（『
徒
然
草 

枕
草
子
　
説
話
』（
教
育
出
版
　
平
成
十
四
年
検
定
済
み
））
を
示
し
た
。

　
次
に
、
影
印
を
用
い
て
中
世
前
期
の
片
仮
名
を
解
読
し
、
次
の
展
開
（
類
聚

名
義
抄
・
色
葉
字
類
抄
の
翻
刻
や
日
本
語
史
上
の
課
題
探
求
）
に
繋
が
る
よ
う

に
し
た
。

（
２
）
展
開
部
分

　
教
科
書
と
注
釈
書
を
比
較
し
、
教
科
書
作
成
時
に
ど
の
よ
う
な
改
変
が
行
わ

れ
て
い
る
か
、
教
科
書
と
注
釈
書
の
違
い
を
個
人
で
探
し
た
後
、
ペ
ア
で
確
認

し
た
。
ま
た
、
五
～
六
人
の
グ
ル
ー
プ
を
作
り
、
問
題
点
を
共
有
し
た
。
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こ
の
間
、
授
業
者
は
机
間
指
導
を
行
い
、
学
生
の
質
問
に
答
え
た
り
、
個

人
・
ペ
ア
・
グ
ル
ー
プ
活
動
中
に
見
つ
か
る
相
違
点
を
日
本
語
史
上
の
課
題
と

し
て
全
体
に
投
げ
か
け
た
り
し
て
、
交
流
が
活
発
に
行
え
る
よ
う
配
慮
し
た
。

　
一
連
の
活
動
を
通
し
て
、
個
人
で
は
課
題
が
見
つ
け
ら
れ
な
い
受
講
生
も
、

注
釈
書
か
ら
教
科
書
を
作
成
す
る
過
程
で
、
漢
字
そ
の
も
の
が
改
変
さ
れ
た
り
、

歴
史
的
仮
名
遣
い
に
合
致
す
る
よ
う
送
り
仮
名
が
変
え
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
な

ど
、
今
後
の
授
業
で
取
り
上
げ
る
テ
ー
マ
を
自
分
た
ち
の
気
づ
き
と
し
て
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
時
は
、
特
に
「
邊
（
辺
）」
に
資
料
間
で
異
な
る
振
り

仮
名
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
授
業
を
展
開
し

た
。

（
３
）
終
末
部
分

　
各
グ
ル
ー
プ
か
ら
出
さ
れ
た
相
違
点
を
ま
と
め
、
日
本
語
史
上
の
問
題
と
し

て
問
い
直
し
た
後
、
次
の
課
題
に
つ
い
て
説
明
し
、
授
業
を
終
え
た
。

《
課
題
》

　
中
型
以
上
の
規
模
の
国
語
辞
典
を
用
い
て
、「
わ
た
り
」
と
「
ほ
と
り
」
の

意
味
・
用
法
を
調
べ
て
記
し
な
さ
い
。
ま
た
、
辞
書
で
の
調
査
を
踏
ま
え
て

「
今
は
昔
、
摂
津
の
国
の
ほ
と
り
よ
り
」
の
方
が
よ
い
か
、「
今
は
昔
、
摂
津

の
国
の
わ
た
り
よ
り
」
の
方
が
よ
い
か
、
自
分
の
意
見
を
述
べ
な
さ
い
。

　
注
意
点

①
調
査
し
た
辞
書
名
は
、『
　
』
に
入
れ
て
、
最
初
に
示
す
こ
と
。

②
複
数
の
辞
書
を
調
査
し
て
よ
い
が
、
そ
の
場
合
は
、
辞
書
名
の
前
に
ナ
ン
バ
リ
ン

グ
す
る
こ
と
。

③「
説
得
力
の
あ
る
説
明
」
に
な
る
よ
う
、
自
分
の
意
見
を
順
序
立
て
て
、
し
っ
か
り

記
述
す
る
こ
と
。

三
─
三
　
課
題
に
対
す
る
受
講
生
の
レ
ポ
ー
ト

　
第
二
回
目
で
は
、
授
業
者
が
指
定
し
た
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、
各
自
の
意
見

を
交
流
し
た
。
そ
の
後
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
「
ほ
と
り
」「
わ
た
り
」
の
い
ず
れ

が
ふ
さ
わ
し
い
か
、
そ
の
理
由
を
ま
と
め
、
発
表
す
る
活
動
を
展
開 

。
授

業
終
了
後
、
レ
ポ
ー
ト
を
回
収
す
る
と
と
も
に
、
各
人
が
記
入
・
提
出
す
る
学

修
記
録
に
よ
っ
て
、
受
講
生
の
反
応
を
確
認
し
た
。
以
下
、
受
講
生
の
レ
ポ
ー

ト
を
い
く
つ
か
紹
介
し
た
い
。

Ａ
　
辞
書
を
調
査
し
た
結
果
、『
カ
ラ
ー
版
　
日
本
語
大
辞
典
』
で
は
「
ほ
と

り
」
と
「
わ
た
り
」
の
意
味
が
似
て
い
る
も
の
の
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で

は
異
な
る
点
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。「
ほ
と
り
」
は
端
や
川
・
海
な
ど
の

き
わ
や
ふ
ち
の
意
味
が
強
く
、
場
所
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、

「
わ
た
り
」
は
あ
る
場
所
の
そ
こ
を
含
め
た
付
近
と
い
う
意
味
が
強
く
、
場
所

が
特
定
し
に
く
い
。
今
回
の
文
は
、「
摂
津
の
国
の
あ
た
り
」
と
い
う
意
味
が

適
し
て
い
る
と
判
断
し
、
私
は
「
わ
た
り
」
を
使
う
方
が
よ
い
と
考
え
た
。

▼
二
種
の
辞
書
を
引
き
、
特
に
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
用
例
を
丁
寧
に
読
み
込
ん
で
い

る
。
他
の
科
目
で
も
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
用
例
ま
で
読
む
よ
う
指
導
さ
れ
て
い
る

の
で
、
こ
の
受
講
生
の
場
合
は
そ
れ
が
う
ま
く
論
の
組
み
立
て
に
応
用
で
き
て
い
る
。

Ｂ
　
私
は
「
ほ
と
り
」
が
適
切
だ
と
考
え
る
。「
ほ
と
り
」
に
は
「
あ
た
り
」

し
た＊４
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「
そ
ば
」
の
他
に
「
片
田
舎
」
や
「
縁
故
の
者
」
と
い
う
意
味
も
あ
り
、「
摂

津
ノ
国
ノ
辺
ヨ
リ
盗
セ
ム
ガ
為
ニ
京
ニ
上
ケ
ル
男
ノ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
男

が
都
へ
上
っ
て
き
た
の
な
ら
ば
、「
あ
た
り
」「
付
近
」
と
い
う
意
味
し
か
な

い
「
わ
た
り
」
よ
り
も
「
か
た
い
な
か
」「
縁
近
」
の
意
味
も
持
つ
「
ほ
と

り
」
の
方
が
、
男
が
自
分
の
土
地
を
離
れ
て
は
る
ば
る
都
へ
や
っ
て
き
た
と

い
う
状
況
が
よ
く
伝
わ
る
と
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
だ
交
通
機
関
が
発
達

し
て
い
な
か
っ
た
状
況
の
中
で
、
摂
津
の
国
か
ら
朱
雀
大
路
ま
で
行
く
こ
と

は
決
し
て
簡
単
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
盗
み
を
す
る
、
と
い
う
目
的

の
背
景
に
何
が
あ
っ
た
の
か
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
盗
み
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
ほ
ど
の
理
由
が
あ
っ
て
、
摂
津
国
か
ら
都
に
や
っ
て
来
た
可
能
性

を
考
え
る
と
、「
わ
た
り
」
と
読
ん
で
「
そ
の
付
近
」「
そ
の
あ
た
り
」
と
い

う
意
味
で
片
付
け
て
し
ま
う
よ
り
も
、「
ほ
と
り
」
と
読
ん
で
「
都
か
ら
遠
く

離
れ
た
と
こ
ろ
」「
縁
近
」
と
い
う
意
味
を
持
た
せ
る
方
が
適
切
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

▼
Ａ
と
同
じ
く
二
種
の
辞
書
を
引
き
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
意
味
記
述
か
ら
論
を
構
成
し
た
。

そ
の
際
、
い
わ
ゆ
る
「
下
人
」
の
背
景
に
寄
り
添
っ
て
考
え
よ
う
と
し
た
点
が
グ
ル
ー
プ

交
流
お
よ
び
発
表
の
際
に
他
の
受
講
生
か
ら
評
価
さ
れ
た
。

Ｃ
　
今
回
問
題
と
な
っ
た
羅
生
門
の
注
釈
書
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）
と
教

科
書
で
は
「
わ
た
り
」
を
使
い
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
で
は
「
ほ
と
り
」

が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
摂
津
国
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
点
に
注

目
す
る
。「
摂
津
国
」
は
現
在
の
大
阪
府
北
部
と
兵
庫
県
の
東
南
部
の
地
域
の

こ
と
で
、
男
が
そ
こ
か
ら
目
指
し
た
の
が
京
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
都
で
あ
る

京
か
ら
は
遠
い
場
所
か
ら
向
か
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
私
は
「
今
は
昔
、

摂
津
の
国
の
ほ
と
り
よ
り
」
の
方
が
よ
い
と
考
え
た
。

▼
地
理
的
な
観
点
か
ら
論
を
構
成
し
よ
う
と
し
た
受
講
生
が
複
数
い
た
。
こ
の
受
講
生
は

説
得
力
の
あ
る
意
見
に
す
る
た
め
、
最
初
に
引
い
た
『
広
辞
苑
』
以
外
に
、『
学
研
国
語

大
辞
典
』『
国
語
大
辞
典
　
言
泉
』『
古
語
大
辞
典
』
を
引
き
比
べ
考
察
し
た
。

Ｄ
　
私
は
「
摂
津
国
の
わ
た
り
よ
り
」
の
方
が
よ
い
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、『
日

本
国
語
大
辞
典
』
の
補
注
に
書
い
て
あ
る
通
り
、「
あ
た
り
」
が
基
準
と
な
る

場
所
も
付
近
も
さ
し
て
い
る
言
葉
だ
か
ら
だ
。
ま
た
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』

に
よ
る
と
、「
あ
た
り
（
基
準
と
す
る
所
か
ら
近
い
範
囲
。
わ
た
り
）」
は
平

安
時
代
ま
で
、「
わ
た
り
」
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
こ
の
男
は
、
摂
津
か
ら
来
た
の
か
、
摂
津
付
近
か
ら
来
た
の
か
が

は
っ
き
り
し
て
い
な
い
の
で
、
す
べ
て
を
含
ん
で
い
る
「
わ
た
り
」
と
い
う

言
葉
の
方
が
よ
い
と
思
っ
た
。

▼
こ
の
受
講
生
は
課
題
に
挙
げ
て
い
な
い
「
あ
た
り
」
も
日
本
国
語
大
辞
典
で
調
査
し
た
。

授
業
者
か
ら
提
示
さ
れ
た
課
題
か
ら
新
し
い
問
題
を
見
出
し
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め

た
点
が
評
価
で
き
る
。

　
交
流
活
動
の
ま
と
め
と
し
て
行
っ
た
発
表
で
は
、「
ほ
と
り
」
派
と
「
わ
た

り
」
派
の
意
見
が
六
対
六
と
拮
抗
し
た
。
ど
の
グ
ル
ー
プ
も
、
意
見
の
根
拠
・

理
由
を
し
っ
か
り
と
示
そ
う
と
し
、
聞
き
応
え
が
あ
る
発
表
に
な
っ
た
。
こ
ち

ら
が
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
、
説
話
内
容
に
入
り
込
ん
だ
根
拠
・
理
由
を
述
べ

る
グ
ル
ー
プ
も
あ
り
、
こ
と
ば
を
研
究
す
る
姿
勢
や
態
度
を
い
か
に
身
に
つ
け

て
い
く
か
、
と
い
う
新
た
な
課
題
に
気
づ
か
さ
れ
る
活
動
に
な
っ
た
。

─　　─９１



四
　
お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、「
あ
た
り
」「
ほ
と
り
」「
わ
た
り
」
の
意
味
用
法
と
、
そ
れ
を
用

い
た
授
業
実
践
に
つ
い
て
述
べ
た
。
た
だ
し
、「
あ
た
り
」「
ほ
と
り
」「
わ
た
り
」

の
意
味
用
法
に
つ
い
て
は
、
特
に
十
世
紀
中
頃
以
降
の
仮
名
文
資
料
で
の
棲
み

分
け
が
明
ら
か
に
で
き
て
い
な
い
。
引
き
続
き
検
討
し
た
い
。

　
授
業
実
践
に
つ
い
て
は
、
語
彙
力
を
ど
う
付
け
て
い
く
か
と
い
う
問
題
に
関

連
し
て
高
等
学
校
で
も
応
用
可
能
な
内
容
だ
と
考
え
、
本
稿
に
ま
と
め
た
。
こ

の
よ
う
な
活
動
は
、
中
央
教
育
審
議
会
「
国
語
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
お
け

る
審
議
の
取
り
ま
と
め
に
つ
い
て
（
報
告
）」（
平
成
二
八
年
八
月
）
で
ま
と
め

ら
れ
て
い
る
、
一
般
社
会
で
「
国
語
科
に
お
い
て
育
成
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ

れ
る
能
力
」、
す
な
わ
ち
「
物
事
を
多
面
的
・
多
角
的
に
吟
味
し
見
定
め
て
い
く

力
（
い
わ
ゆ
る
「
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
シ
ン
キ
ン
グ
」）
や
、
情
報
活
用
能
力
、
質

問
す
る
力
、
メ
モ
を
取
る
力
、
要
約
す
る
力
」
の
醸
成
と
も
関
連
す
る
だ
ろ
う
。

読
者
の
日
々
の
実
践
と
響
き
合
う
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

【
注
】

＊
１
　
本
稿
で
確
認
し
た
注
釈
書
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
大
系
（
日
本
古
典
文

学
大
系
）・
全
集
（
日
本
古
典
文
学
全
集
）・
完
訳
（
完
訳
日
本
の
古
典
）

新
大
系
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）・
新
全
集
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
）・
集
成
（
日
本
古
典
文
学
集
成
）・
読
解
（
今
昔
物
語
集
読
解
）

＊
２
　
竹
取
物
語
の
「
あ
た
り
」
七
例
は
、
竹
取
翁
宅
の
近
辺
を
指
す
例
が
五

例
（
地
の
文
　
四
例
、
会
話
文
　
一
例
）
が
最
も
多
い
。
こ
れ
は
、
日
本

国
語
大
辞
典
「
あ
た
り
」
の
意
味
用
法
（
１
）「
基
準
と
す
る
所
か
ら
近
い

範
囲
」
で
、「
わ
た
り
」
と
共
通
す
る
用
法
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
翁

に
作
り
話
を
す
る
庫
持
皇
子
の
台
詞
「
金
、
銀
、
瑠
璃
色
の
水
、
山
よ
り

流
れ
い
で
た
り
。
そ
れ
に
は
、
色
々
の
玉
の
橋
わ
た
せ
り
。
そ
の
あ
た
り

に
照
り
輝
く
木
ど
も
立
て
り
。」
は
「
ほ
と
り
」
と
す
る
よ
り
も
、
枝
の
出

自
（
焦
点
）
を
曖
昧
に
す
る
効
果
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
焦
点
を
曖

昧
に
す
る
効
果
」
に
つ
い
て
は
、
阿
倍
右
大
臣
に
対
す
る
「
唐
に
を
る
王

け
い
」
か
ら
の
返
事
「
も
し
、
天
竺
に
、
た
ま
さ
か
に
持
て
渡
り
な
ば
、

も
し
長
者
の
あ
た
り
に
と
ぶ
ら
ひ
求
め
む
に
。」
に
対
し
て
新
全
集
が
「
漠

然
と
さ
せ
る
た
め
に
い
っ
た
。
長
者
の
館
だ
け
を
確
しか
 
と
指
定
し
た
の
で
は

な
く
、
漠
然
と
一
例
を
挙
げ
た
の
で
あ
る
」
と
注
釈
を
付
け
て
お
り
、「
あ

た
り
」
の
意
味
用
法
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

＊
３
　
日
本
国
語
大
辞
典
で
は
、
当
該
例
を
「
あ
た
り
」
の
用
法
（
３
）（
イ
）

「
場
所
に
つ
い
て
い
う
」
例
と
し
て
い
る
が
、
諸
注
釈
書
に
し
た
が
い
、
用

法
（
３
）（
ロ
）「
人
に
つ
い
て
い
う
」
例
と
解
釈
し
た
。

＊
４
　
実
際
の
授
業
で
は
、「
ほ
と
り
」「
わ
た
り
」
に
つ
い
て
の
活
動
を
前
半

に
行
っ
た
後
、
注
釈
書
の
付
訓
の
根
拠
で
あ
る
類
聚
名
義
抄
の
解
読
な
ど
、

別
の
活
動
に
移
っ
た
。

（
比
治
山
大
学
）
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