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は
じ
め
に 

 

文
学
教
育
と
し
て
の
「
読
み
」
の
授
業
に
お
い
て
は
、
生
徒
の
多
様
な
解
釈

が
尊
重
さ
れ
る
。
教
師
は
生
徒
が
多
様
な
解
釈
を
創
出
で
き
る
よ
う
に
、
あ
ら

か
じ
め
教
材
分
析
を
通
じ
て
必
要
な
手
立
て
を
講
じ
て
お
く
。
大
内
善
一
は
、

教
材
分
析
は
「
《
何
を
》
教
え
る
か
と
い
う
、
そ
の
教
材
内
容
を
取
り
出
す
［
…
］

授
業
を
具
体
的
に
構
想
す
る
作
業
」
で
あ
る
と
述
べ
、
「
学
習
者
側
の
〈
読
み
〉

の
予
想
を
行
う
作
業
」
を
そ
の
第
一
工
程
に
据

え
る（

１
）

。 

 

そ
こ
で
本
稿
は
、
『
源
氏
物
語
』
夕
顔
巻
の
贈
答
歌
を
教
材
分
析
の
対
象
に
、

生
徒
の
「
読
み
」
を
促
す
た
め
の
手
立
て
を
講
じ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
夕

顔
巻
の
贈
答
歌
は
学
術
的
な
異
説
が
多
い
た
め
、
授
業
で
も
多
様
な
解
釈
の
創

出
が
期
待
で
き
る
。
本
稿
で
は
、
授
業
過
程
で
グ
ル
ー
プ
活
動
等
を
取
り
入
れ

る
場
合
も
、
結
論
と
し
て
グ
ル
ー
プ
の
解
釈
を
一
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
を
目
指

さ
な
い
。
む
し
ろ
一
つ
の
解
釈
に
限
定
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
通
じ
、
生
徒
が

本
来
的
に
多
様
な
解
釈
の
あ
り
方
を
理
解
す
る
こ
と
に
教
育
的
意
義
を
求
め
る
。 

 

そ
の
た
め
に
は
、
生
徒
が
教
師
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
出
来
合
い
の
解
釈
を

な
ぞ
る
の
で
は
な
く
、
生
徒
自
身
の
「
読
み
」
に
よ
っ
て
固
有
の
解
釈
を
創
出

す
る
手
立
て
が
必
要
と
な
る
。
文
学
の
授
業
に
つ
い
て
Ｒ
・
ス
コ
ー
ル
ズ
は
、

「
わ
れ
わ
れ
の
し
ご
と
は
、
学
生
た
ち
に
か
わ
っ
て
『
読
み
』
を
作
り
だ
す
こ

と
で
は
な
く
て
、
彼
ら
が
自
分
の
読
み
を
作
り
だ
す
た
め
の
道
具
を
与
え
て
や

る
こ
と
に

あ
る（

２
）

」
と
述
べ
、
文
学
研
究
の
理
論
を
読
む
こ
と
の
教
育
に
お
い

て
実
践
し
て
い
る
。 

 

た
だ
し
、
ス
コ
ー
ル
ズ
が
対
象
と
す
る
の
は
大
学
生
で
あ
る
た
め
、
授
業
で

用
い
る
理
論
も
本
稿
が
対
象
と
し
て
想
定
す
る
高
校
生
に
は
や
や
高
度
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
生
徒
が
「
自
分
の
読
み
を
作
り
だ
す
た
め
の
道
具
」
を
テ

マ
テ
ィ

ズ
ム（

３
）

に
限
定
し
、
さ
ら
に
「
光
」
と
「
花
」
を
そ
の
分
析
対
象
に
設
定

す
る
。
分
析
に
あ
た
っ
て
は
、「
光
」
と
「
花
」
に
関
す
る
、
い
わ
ゆ
る
古
典
常

識
（
以
下
、
「
古
典
常
識
」
）
と
学
術
的
知
見
を
参
照
す
る
。 

『
源
氏
物
語
』
夕
顔
巻
の
贈
答
歌
に
お
け
る
「
光
」
と
「
花
」 

―
生
徒
の
「
読
み
」
を
促
す
た
め
の
教
材
分
析
― 

高 

橋 
 

佑 

希 
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一
般
的
な
文
学
研
究
で
は
、
既
存
の
説
に
批
判
・
検
討
を
加
え
な
が
ら
、
結

論
と
し
て
一
つ
の
説
を
主
張
す
る
の
が
常
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
は
諸
説
を

参
照
し
な
が
ら
も
、
あ
え
て
一
つ
の
説
に
は
限
定
せ
ず
、
可
能
な
解
釈
群
を
設

定
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
。
こ
う
し
た
教
材
分
析
の
観
点
に
立
っ
た
研
究
は

散
見
さ

れ
る（

４
）

も
の
の
、
い
ま
だ
十
分
な
蓄
積
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
本
稿
の
ね
ら
い
は
、
教
材
分
析
を
通
じ
て
文
学
研
究
の
成
果
と
学
校

の
古
典
教
育
を
つ
な
ぐ
こ
と
に
あ
る
。 

 

以
上
の
こ
と
を
達
成
す
る
た
め
に
、
本
稿
は
次
の
順
序
で
論
を
進
め
る
。
第

一
章
で
は
、「
光
」
と
「
花
」
に
関
す
る
「
古
典
常
識
」
と
『
源
氏
物
語
』
の
学

術
的
知
見
を
確
認
す
る
。
第
二
章
で
は
、
夕
顔
巻
の
な
か
で
も
特
に
異
説
の
多

い
二
組
の
贈
答
歌
の
先
行
研
究
を
整
理
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
可
能
な
解
釈
群

を
設
定
す
る
。
そ
の
上
で
、
生
徒
の
「
読
み
」
を
促
す
た
め
の
教
材
分
析
の
あ

り
方
を
考
察
す
る
。 

 

な
お
、
本
稿
で
は
引
用
に
際
し
て
ル
ビ
は
適
宜
省
略
す
る
。
ま
た
、『
源
氏
物

語
』
本
文
の
引
用
は
す
べ
て
阿
部
秋
生
ほ
か
（
校
注
）
『
源
氏
物
語
①
』
（
小
学

館
、
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）
、
一
九
九
四
年
）
に
拠
る
。
注
釈
と
現
代
語

訳
も
特
記
の
な
い
か
ぎ
り
こ
れ
に
準
ず
る
。 

一 

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
光
」
と
「
花
」 

 

本
章
で
は
、
表
象
と
し
て
の
「
光
」
と
「
花
」
に
つ
い
て
、
生
徒
が
「
自
分

の
読
み
を
作
り
だ
す
た
め
の
道
具
」
と
し
て
参
照
す
る
の
に
適
し
た
内
容
を
整

理
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
本
章
の
各
節
で
は
次
の
よ
う
に
論
を
展
開
す
る
。 

 

ま
ず
「
古
典
常
識
」
と
し
て
の
「
光
」
と
「
花
」
の
捉
え
方
を
確
認
す
る
。

本
稿
で
は
「
古
典
常
識
」
の
意
味
を
「
古
典
を
享
受
・
批
評
す
る
際
に
必
要
と

さ
れ
る
汎
用
的
な
背
景
知
識
」
と
措
定
し
て

お
く（

５
）

。
次
に
『
源
氏
物
語
』
に
お

け
る
両
語
の
捉
え
方
を
確
認
す
る
。 

（
一
） 

表
象
と
し
て
の
「
光
」 

 

ま
ず
「
光
」
に
関
す
る
「
古
典
常
識
」
を
確
認
す
る
。
『
角
川
古
語
大
辞
典
』

（
以
下
、『
角
川
古
語
』
）
に
よ
れ
ば
、「
光
」
は
「
①
目
に
感
じ
る
光
線
。
光
沢
。

［
…
］
②
転
じ
て
、
容
姿
に
つ
い
て
い
う
。
③
い
ち
だ
ん
と
目
立
つ
存
在
。
誇

り
に
す
べ
き
事
柄
。
ま
た
、
前
途
を
照
ら
す
指
針
。
光
明
。
④
国
家
・
神
仏
の

権
威
や
徳
。
栄
光
。［
…
］
⑤
仏
の
後
光
。
光
背（

６
）

」（
小
項
目
と
そ
の
説
明
お
よ

び
用
例
省
略
。
以
下
同
じ
）
を
意
味
す
る
。
こ
れ
ら
の
語
釈
か
ら
は
、「
光
」
の

肯
定
的
な
正
の
イ
メ
ー
ジ
が
読
み
取
れ
る
。 

 

さ
ら
に
吉
見
健
夫
に
よ
れ
ば
、
「
『
光
』
は
和
歌
表
現
史
の
中
で
は
『
光
輝
・

栄
誉
、
愛
情
・
慈
愛
、
恩
恵
』
な
ど
多
様
な
意
味
性
を
与
え
ら
れ
る
が
、
『
光
』

と
い
え
ば
光
源
氏
が
ま
ず
意
味
さ
れ
る
の
は
こ
の
物
語
［
稿
者
注

―
『
源
氏

物
語
』
の
こ
と
］
の
い
わ
ば

常
識（

７
）

」
で
あ
る
。
同
様
の
指
摘
は
他
の
論
者
に
も

み
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
た
び
た
び
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
夕
顔
巻
の
次
の
歌
で

あ
る
。 心

あ
て
に
そ
れ
か
と
ぞ
見
る
白
露
の
光
そ
へ
た
る
夕
顔
の
花 

 

こ
の
歌
は
夕
顔
巻
の
冒
頭
部
に
お
い
て
、
源
氏
が
五
条
の
檜
垣
に
見
つ
け
た

「
夕
顔
」
を
「
口
惜
し
の
花
の
契
り
や
、
一
房
折
り
て
ま
ゐ
れ
」
と
い
っ
て
取

り
に
行
か
せ
た
折
、「
黄
な
る
生
絹
の
単
袴
長
く
着
な
し
た
る
童
」
か
ら
手
渡
さ

れ
た
「
白
き
扇
」
に
書
か
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
武
原
弘

は
、
「
『
光
』
が
、
源
氏
の
超
越
的
美
質
を
表
現
す
る
た
め
の
特
定
語
で
あ
る
こ

と
は
、
前
後
の
諸
巻
の
叙
述
を
通
し
て
、
動
か

な
い（

８
）

」
と
述
べ
て
い
る
。 

 

富
永
直
美
は
、
武
原
の
こ
の
論
述
へ
の
批
判
と
し
て
、『
源
氏
物
語
』
作
中
、

夕
顔
巻
以
外
で
「
光
」
を
含
む
歌
七
首
の
う
ち
、「
光
」
が
源
氏
を
暗
示
す
る
も
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の
は
一
例
で
あ
り
、
そ
の
他
は
帝
を
暗
示
し
て
い
る
と
指
摘

す
る（

９
）

。
し
か
し
、

実
際
に
「
光
」
が
何
を
暗
示
す
る
か
は
論
断
し
が
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
語

が
暗
示
す
る
も
の
を
一
概
に
定
め
る
こ
と
は
、
次
の
二
点
に
お
い
て
「
読
み
」

の
実
情
に
そ
ぐ
わ
な
い
。 

 

第
一
に
、
夕
顔
巻
で
源
氏
と
中
将
の
君
が
言
い
交
わ
す
贈
答
歌
に
つ
い
て
、

侍
童
が
「
花
」
の
暗
喩
性
を
理
解
し
て
い
な
い
よ
う
に
（
後
述
）
、
読
み
手
も
ま

た
あ
る
表
現
の
暗
喩
性
を
認
め
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
得
る
。
第
二
に
、
た
と

え
該
当
場
面
が
内
容
的
に
源
氏
と
無
関
係
で
あ
っ
て
も
、『
源
氏
物
語
』
を
「
読

む
」
と
い
う
行
為
に
お
い
て
、
自
然
発
生
的
に
「
光
」
か
ら
源
氏
を
連
想
す
る

こ
と
は
あ
り
得
る
。 

 

「
光
」
が
主
に
正
の
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
る
一
方
、『
源
氏
物
語
』
で
は
そ

れ
が
負
の
イ
メ
ー
ジ
に
転
じ
る
こ
と
も
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
河
添
房
江

は
「
光
」
と
い
う
語
の
イ
メ
ー
ジ
を
仏
教
的
な
歴
史
的
背
景
に
照
ら
し
合
わ
せ
、

「
光
る
君
」
の
命
名
伝
承
の
究
明
を
試
み
て
い
る
。
河
添
は
「
王
権
譚
に
か
か

わ
る
光
の
賛
辞
も
、
必
ず
し
も
持
続
し
強
化
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

明
滅
し
消
長
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
、
そ
の
特
徴
が
あ
る
だ

ろ
う

（
１
０
）

」
と
述

べ
、「
光
」
の
両
義
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
物
語
の
展
開
の
関
連
性
を
論
証
し
て
い
る
。 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
光
」
は
「
古
典
常
識
」
、
和
歌
表
現
史
に
お
い
て
主
に

正
の
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
る
一
方
、
光
源
氏
を
主
要
人
物
と
す
る
『
源
氏
物

語
』
に
お
い
て
は
、
負
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
物
語
の
陰
影
を
形
づ
く
っ
て
い
る

こ
と
が
確
認
で
き
た
。
そ
れ
は
明
滅
す
る
「
光
」
の
両
義
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
、

そ
の
名
を
冠
す
る
源
氏
に
投
影
さ
れ
て
い
る
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
夕
顔
巻
の

贈
答
歌
に
お
け
る
「
光
」
を
論
じ
る
際
に
も
、
そ
の
両
義
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
留

意
す
る
必
要
が
あ
る
。 

（
二
） 

表
象
と
し
て
の
「
花
」 

 

次
に
「
花
」
に
関
す
る
「
古
典
常
識
」
を
確
認
す
る
。
『
角
川
古
語
』
で
は
、

「
花
」
の
語
釈
を
「
①
植
物
の
器
官
の
一
。
②
形
状
や
色
彩
か
ら
比
喩
的
に
用

い
る
。
③
花
に
あ
や
か
っ
た
り
、
花
を
意
匠
し
た
物
や
事
柄
。
④
花
の
美
し
く

咲
き
誇
る
さ
ま
に
た
と
え
て
い
う
。
⑤
花
の
移
ろ
い
や
す
い
さ
ま
、
定
め
な
い

さ
ま
に
た
と
え
て
い
う
。
形
容
動
詞
と
し
て
の
用
法
も
見
ら

れ
る

（
１
１
）

」
と
説
明

し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、「
①
植
物
の
器
官
の
一
」
に
は
小
項
目
と
し
て
「
㋺
特

に
、
梅
の
花
を
い
う
［
…
］
㋩
特
に
、
桜
の
花
を
い
う
」
と
い
う
語
釈
が
あ
る
。

植
物
一
般
の
一
器
官
を
指
す
「
花
」
と
い
う
語
が
、
と
き
に
「
梅
の
花
」
あ
る

い
は
「
桜
の
花
」
を
特
定
す
る
の
は
、
「
古
典
常
識
」
の
好
例
で
あ
る
。 

 

ま
た
、「
花
」
が
「
④
花
の
美
し
く
咲
き
誇
る
さ
ま
に
た
と
え
て
い
う
」
と
い

っ
た
正
の
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
な
く
、「
⑤
花
の
移
ろ
い
や
す
い
さ
ま
、
定
め
な
い

さ
ま
」
と
い
っ
た
負
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
点
に
注
目
し
た
い
。
た
と
え
ば
小
野

小
町
の
歌
「
花
の
色
は
移
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に
わ
が
身
世
に
ふ
る
な
が
め

せ
し

ま
に

（
１
２
）

」
に
お
い
て
、「
花
」
は
美
し
さ
を
象
徴
す
る
と
同
時
に
、
や
が
て

移
ろ
い
ゆ
く
こ
と
を
含
み
込
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
花
」
の
両
義
性
を
理

解
し
て
お
く
こ
と
が
、
贈
答
歌
の
解
釈
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
。 

 

特
に
女
性
に
花
の
名
が
あ
て
が
わ
れ
る
こ
と
の
多
い
『
源
氏
物
語
』
に
お
い

て
、「
花
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
物
語
に
大
き
な
意
味
を
も
た
ら
す
。
夕
顔
巻
の
代
表

的
な
名
の
花
は
「
夕
顔
」
で
あ
る
。『
万
葉
集
』
に
は
花
冠
を
人
の
顔
に
見
立
て

た
「
顔
花
」「
顔
が
花
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
「
顔
花
」
を
踏

ま
え
て
成
立
し
た
と
さ
れ
る
の
が
「
朝
顔
」
と
い
う
語
で

あ
る

（
１
３
）

。
そ
し
て
、
そ

の
「
朝
顔
」
と
の
類
似
か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
「
夕
顔
」
に
も
人
の
顔

が
連
想
さ
れ
る
。 
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夕
顔
巻
に
お
い
て
、
源
氏
が
五
条
の
檜
垣
に
「
夕
顔
」
を
見
つ
け
る
場
面
は

「
切
懸
だ
つ
物
に
、
い
と
青
や
か
な
る
葛
の
心
地
よ
げ
に
這
ひ
か
か
れ
る
に
、

白
き
花
ぞ
、
お
の
れ
ひ
と
り
笑
み
の
眉
ひ
ら
け
た
る
」
と
描
写
さ
れ
る
。
そ
の

花
の
咲
く
さ
ま
が
「
笑
み
の
眉
ひ
ら
け
た
る
」
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、「
夕
顔
」

は
多
分
に
擬
人
化
さ
れ
て
観
賞
さ
れ
る
花
で
あ
っ
た
。 

 

し
か
も
、
夕
顔
巻
に
お
け
る
「
夕
顔
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
古
注
釈
か
ら
「
賤
し

い
」
と
い
う
評
で
ほ
ぼ
一
貫
し
て
い
る
。『
源
氏
物
語
提
要
』
に
は
「
夕
顔
は
い

や
し
き
垣
ね
に
咲
は
な
な
れ
は
、
や
さ
し
く
も
な
き
花
に
て
、
上
臈
の
御
手
つ

け
さ
せ
給
へ
か

ら
す

（
１
４
）

」
と
あ
り
、『
花
鳥
余
情
』
に
は
「
ゆ
ふ
か
ほ
の
花
は
い

や
し
き
か
き
ね
に
さ
く
花
な
れ
は
女
も
わ
か
身
に
た
と
へ
て
い

へ
り

（
１
５
）

」
と
あ

る
。 

 

そ
の
ほ
か
、
夕
顔
巻
に
は
「
朝
顔
」
が
登
場
す
る
。「
朝
顔
」
の
歌
を
交
わ
す

の
は
源
氏
と
夕
顔
の
女
で
は
な
く
、
源
氏
と
中
将
の
君
で
あ
る
。
中
将
の
君
は

六
条
御
息
所
の
女
房
で
、
そ
の
歌
は
源
氏
が
「
霧
の
い
と
深
き
朝
」
に
六
条
御

息
所
の
も
と
か
ら
帰
る
折
、
見
送
り
の
た
め
に
供
し
て
い
た
中
将
の
君
の
手
を

と
っ
て
詠
み
か
け
た
も
の
で
あ
る
。 

咲
く
花
に
う
つ
る
て
ふ
名
は
つ
つ
め
ど
も
折
ら
で
過
ぎ
う
き
け
さ
の
朝
顔 

 

こ
の
贈
歌
は
中
将
の
君
に
「
公
事
」
と
し
て
か
わ
さ
れ
て
し
ま
う
が
、
歌
に

詠
ま
れ
た
「
花
」
が
「
朝
顔
」
を
明
示
す
る
と
同
時
に
、
女
性

―
こ
こ
で
は

中
将
の
君

―
を
暗
示
す
る
点
は
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
掲
歌
の
後
に
、
そ
の

表
意
の
み
を
汲
み
取
っ
た
「
を
か
し
げ
な
る
侍
童
」
が
「
花
の
中
に
ま
じ
り
て

朝
顔
折
り
て
ま
ゐ
る
」
よ
う
に
、「
花
」
の
暗
喩
性
を
認
め
ら
れ
る
か
否
か
は
物

語
内
の
聞
き
手
、
さ
ら
に
は
物
語
の
読
み
手
の
性
質
に
依
存
す
る
。
中
将
の
君

は
「
花
」
の
暗
喩
性
が
わ
か
る
人
物
と
し
て
、
侍
童
は
そ
れ
が
わ
か
ら
な
い
人

物
と
し
て
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
夕
顔
巻
に
お
け
る
「
花
」
が
「
夕
顔
」
あ
る
い
は
「
朝

顔
」
を
明
示
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
た
だ
ち
に
特
定
の
イ
メ
ー
ジ
に
紐
づ
け

る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
。
表
現
の
機
微
を
解
す
る
た
め
に
は
、「
古
典
常
識
」
や

『
源
氏
物
語
』
の
学
術
的
知
見
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
も
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を

は
み
出
し
、
超
え
る
も
の
の
存
在
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
片
桐
洋
一
は
『
歌
枕
歌
こ
と
ば
辞
典 

増
訂
版
』
の
「
花
」
の

項
目
に
お
い
て
、
学
校
で
教
え
ら
れ
て
い
る
「
古
典
常
識
」
の
限
界
に
つ
い
て

指
摘
し
て
い
る
。 

「
国
語
」
の
時
間
に
古
典
を
初
め
て
習
っ
た
頃
、
「
花
」
と
い
え
ば
「
桜
」

の
こ
と
だ
と
何
と
な
く
教
え
ら
れ
自
分
も
納
得
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ

の
後
、
古
典
文
学
を
専
門
に
研
究
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
う
で
は
な
い

こ
と
が
す
ぐ
に
わ
か
っ
た
。
教
育
現
場
で
の
常
識
が
学
問
世
界
の
常
識
と

異
な
る
こ
と
は
多

い
。

（
１
６
） 

 

や
や
も
す
れ
ば
教
師
の
言
説
が
そ
の
ま
ま
「
常
識
」
と
し
て
生
徒
に
受
け
取

ら
れ
る
「
教
育
現
場
」
に
お
い
て
は
、
そ
こ
で
の
知
識
を
相
対
化
す
る
手
立
て

が
求
め
ら
れ
る
。
国
語
科
教
師
は
「
教
育
」
と
「
国
語
」
の
専
門
家
と
し
て
、

「
教
育
現
場
で
の
常
識
」
と
「
学
問
世
界
の
常
識
」
を
架
橋
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 

し
か
し
、
限
ら
れ
た
時
間
の
な
か
で
数
十
人
の
初
学
者
に
一
定
の
理
解
を
求

め
な
く
て
は
な
ら
な
い
「
教
育
現
場
」
に
お
い
て
、「
学
問
世
界
」
の
よ
う
に
一

つ
の
問
題
を
掘
り
下
げ
る
余
裕
が
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
古

典
常
識
」
と
称
し
て
解
釈
の
当
た
り
を
付
け
る
こ
と
は
必
ず
し
も
非
難
さ
れ
る

べ
き
で
は
な
い
。
よ
り
建
設
的
な
方
法
は
、「
古
典
常
識
」
の
通
用
を
認
め
つ
つ

生
徒
の
「
読
み
」
の
水
準
を
個
々
の
テ
ク
ス
ト
に
合
わ
せ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。 

二 
先
行
研
究
の
論
点
整
理
と
解
釈
群
の
設
定 
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本
章
で
は
、
第
一
章
で
確
認
し
た
「
光
」
と
「
花
」
の
捉
え
方
を
念
頭
に
置

き
な
が
ら
、
源
氏
と
夕
顔
の
女
に
よ
る
二
組
の
贈
答
歌
を
中
心
に
考
察
す
る
。

夕
顔
巻
の
和
歌
つ
い
て
、
吉
見
健
夫
は
次
の
よ
う
に
問
題
の
所
在
を
ま
と
め
て

い
る
。 

 

夕
顔
巻
の
和
歌
は
、
源
氏
と
夕
顔
の
出
会
い
を
導
く
冒
頭
部
の
贈
答
を

中
心
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
数
多
く
の
議
論
を
生
み
出
し
て
き
て
い
る
。
そ

れ
ら
の
和
歌
が
単
に
表
現
上
の
解
釈
に
多
く
の
問
題
を
含
む
の
み
な
ら
ず
、

そ
の
解
釈
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
夕
顔
の
人
物
造
型
の
本
質
に
ま
で
問
題
が

及
ぶ
か
ら
で
あ

る
。

（
１
７
） 

 

た
し
か
に
「
素
直
で
鷹
揚
で
愛
ら
し
く
華
奢
な
様
で
あ
り
、
思
慮
深
い
と
こ

ろ
や
ぱ
っ
と
目
を
惹
く
華
や
か
さ
に
は
欠

け
る

（
１
８
）

」
な
ど
と
評
さ
れ
る
夕
顔
の

女
の
身
上
や
急
変
す
る
巻
後
半
の
展
開
を
踏
ま
え
れ
ば
、
彼
女
の
歌
が
と
か
く

人
物
造
型
と
か
ら
め
て
取
り
沙
汰
さ
れ
る
こ
と
に
も
説
得
力
は
あ
る
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
既
存
の
イ
メ
ー
ジ
と
距
離
を
と
る
た
め
に
、
本
稿
は
源
氏
と
夕
顔
の

女
の
贈
答
歌
に
お
け
る
、
表
象
と
し
て
の
「
光
」
と
「
花
」
に
注
目
し
た
い
。 

 

夕
顔
巻
に
は
源
氏
と
夕
顔
の
女
が
交
わ
し
た
贈
答
歌
が
四
組
あ
る
。
本
稿
で

は
、
夕
顔
の
女
に
よ
る
贈
歌
〈
心
あ
て
に
〉
と
源
氏
に
よ
る
返
歌
〈
寄
り
て
こ

そ
〉
を
第
一
贈
答
歌
、
源
氏
に
よ
る
贈
歌
〈
夕
露
に
〉
と
夕
顔
の
女
に
よ
る
返

歌
〈
光
あ
り
と
〉
を
第
四
贈
答
歌
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
節
と
第
二
節
で
論
じ

る
。 

（
一
） 

第
一
贈
答
歌
の
論
点
と
解
釈
群 

 

ま
ず
夕
顔
巻
の
冒
頭
歌
〈
心
あ
て
に
〉
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
歌
の
詠
ま
れ

た
状
況
に
つ
い
て
は
第
一
章
で
述
べ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
源
氏
が
夕
顔
の
女
の

こ
の
歌
を
「
白
き
扇
」
の
渡
さ
れ
た
直
後
で
は
な
く
、
大
弐
の
乳
母
を
見
舞
っ

た
そ
の
帰
り
し
な
に
読
ん
だ
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。
そ
れ
が
次
の
場
面
で
あ

る
（
傍
線
と
ル
ビ
は
稿
者
に
よ
る
。
以
下
同
じ
）
。 

修
法
な
ど
、
ま
た
ま
た
は
じ
む
べ
き
こ
と
な
ど
お
き
て
の
た
ま
は
せ
て
、

出
で
た
ま
ふ
と
て
、
惟
光
に
紙
燭
召
し
て
、
あ
り
つ
る
扇
御
覧
ず
れ
ば
、

も
て
馴
ら
し
た
る
移
り
香
い
と
し
み
深
う
な
つ
か
し
く
て
、
を
か
し
う
す

さ
び
書
き
た
り
。 

 
 

心
あ
て
に

そ
⑴

れ
か
と
ぞ
見
る

白
⑵

露
の
光
そ
へ
た
る

夕
⑶

顔
の
花 

 

こ
の
引
用
部
の
あ
と
で
源
氏
は
、
扇
や
筆
つ
き
の
趣
向
を
「
い
と
思
ひ
の
ほ

か
に
を
か
し
う
お
ぼ
え
た
ま
ふ
」
と
あ
る
。
源
氏
に
と
っ
て
〈
心
あ
て
に
〉
の

歌
は
彼
の
興
味
を
引
く
に
十
分
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
歌
に
関
す
る
先
行
研
究
の
論
点
は
次
の
三
つ
に
大
別
で
き
る
。 

⑴
「
そ
れ
」
は
何
の
指
示
語
か
。 

⑵
「
白
露
の
光
」
は
何
の
喩
か
。 

⑶
「
夕
顔
の
花
」
は
何
の
喩
か
。 

 

⑴
に
つ
い
て
は
三
つ
の
説
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、【
光
源
氏
説
】
、【
頭

中
将
説
】
、【
「
夕
顔
」（
花
そ
の
も
の
）
説
】
で
あ
る
。「
そ
れ
」
に
来
訪
者
の
人

当
て
を
見
取
る
の
が
【
光
源
氏
説
】
と
【
頭
中
将
説
】
、
あ
く
ま
で
実
景
の
自
然

詠
に
徹
す
る
の
が
【
「
夕
顔
」
説
】
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
説
も
「
心
あ
て
に
」
を

「
当
て
推
量
に
」
な
ど
と
解
し
つ
つ
、
こ
の
歌
が
推
量
の
体
を
と
る
の
は
、
実

際
に
判
断
材
料
が
足
り
な
い
か
、
ほ
と
ん
ど
確
信
し
て
い
な
が
ら
も
あ
え
て
謙

虚
さ
を
表
す
た
め
と
解
釈
す
る
。 

 

こ
れ
ら
三
つ
の
説
は
解
釈
の
観
点
が
異
な
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
が
対
立
し
た

状
態
に
あ
る
。【
光
源
氏
説
】
は
表
現
的
解
釈
に
よ
り
、
歌
中
の
「
光
」
の
語
が

光
源
氏
を
連
想
さ
せ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
名
指
し
の
機
能
を
も
果

た
す
と
考
え
る
。
こ
の
解
釈
が
現
在
の
通
説
で
あ
り
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
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新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
以
下
、
新
全
集
）
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
以
下
、

新
大
系
）
な
ど
は
こ
の
説
を
と
っ
て
い
る
。 

 

そ
れ
に
対
し
、【
頭
中
将
説
】
は
よ
り
広
い
文
脈
か
ら
こ
の
歌
を
読
み
解
こ
う

と
す
る
。
そ
れ
は
夕
顔
の
女
が
み
ず
か
ら
見
知
ら
ぬ
人
物
（
源
氏
）
に
贈
歌
す

る
こ
と
を
疑
問
視
し
、
実
際
は
彼
女
が
、
往
来
の
人
物
を
か
つ
て
の
夫
で
あ
る

頭
中
将
で
あ
る
と
誤
認
し
て
歌
を
詠
み
か
け
た
と
推
論
す
る
立
場
で
あ
る
。
本

稿
は
贈
答
歌
を
中
心
と
し
た
物
語
の
解
釈
を
目
的
と
す
る
た
め
、
今
回
、
よ
り

大
き
な
物
語
上
の
コ
ー
ド
を
必
要
と
す
る
【
頭
中
将
説
】
は
考
慮
し
な
い
。 

 

【
「
夕
顔
」
説
】
は
和
歌
の
類
例
に
基
づ
く
解
釈
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
説

の
中
心
的
な
論
者
で
あ
る
清
水
婦
久
子
は
、
旧
説
を
す
べ
て
「
誤
解
」
と
し
た

上
で
、
「
和
歌
の
こ
と
ば
を
一
つ
一
つ
解
明
し
つ
つ
、
よ
り
正
し
い
解
釈
を
示
」

す
と
い
う
立
場
を
と
っ
て

い
る

（
１
９
）

。
し
か
し
、
各
説
が
立
脚
点
を
異
に
す
る
以

上
、
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
は
論
の
正
誤
で
は
な
く
、
物
語
の
表
現
が
生
み
出
す
多

様
な
解
釈
の
様
態
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

⑴
の
錯
綜
し
た
状
態
に
つ
い
て
、
今
井
上
が
「
夕
顔
の
花
か
と
存
じ
ま
す
と

答
え
る
の
と
同
時
に
、
そ
う
い
う
あ
な
た
様
は
、
そ
の
お
顔
を
拝
見
し
た
と
こ

ろ
光
源
氏
様
で
は
と
、
さ
り
げ
な
く
切
り
返
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
十
分
可
能

な
の
で
は
な

い
か

（
２
０
）

」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
そ
れ
」
が
明
示
的
に
「
夕
顔
」

を
指
し
つ
つ
、
暗
示
的
に
源
氏
あ
る
い
は
頭
中
将
を
指
す
と
い
う
解
釈
は
対
立

す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
⑴
は
「
夕
顔
」
が
「
そ
れ
」
の
直
接
的

な
指
示
対
象
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
出
発
点
と
す
る
の
が
穏
当
で
あ
る
。 

 

⑵
に
つ
い
て
は
諸
説
を
分
類
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
そ
の
例
は
光
源
氏

そ
の
人
、
（
不
特
定
の
）
貴
人
の
光
来
、
さ
ら
に
「
『
あ
や
し
き
垣
根
』
に
咲
く

夕
顔
の
花
が
（
同
色
の
）
白
露
の
光
に
つ
つ
ま
れ
た
美
し
い

光
景

（
２
１
）

」
な
ど
、
解

釈
の
幅
が
広
く
定
め
が
た
い
。〈
心
あ
て
に
〉
の
歌
に
お
け
る
「
光
」
は
、
そ
れ

単
体
で
何
か
を
暗
示
す
る
の
で
は
な
く
、
一
首
全
体
の
解
釈
に
合
わ
せ
て
婉
曲

的
に
意
味
を
付
加
す
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で

は
「
光
」
が
「
古
典
常
識
」
的
な
正
の
イ
メ
ー
ジ
を
表
す
（
【
正
の
イ
メ
ー
ジ
説
】
）

と
い
う
、
や
や
漠
然
と
し
た
点
で
留
め
お
き
た
い
。 

 

⑶
に
つ
い
て
は
【
光
源
氏
説
】
、【
夕
顔
の
女
説
】
、【
「
夕
顔
」（
花
そ
の
も
の
）

説
】
が
挙
げ
ら
れ
る
。
⑶
に
お
け
る
【
「
夕
顔
」
説
】
は
、
⑴
の
【
「
夕
顔
」
説
】

と
対
応
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
そ
れ
」
の
指
す
も
の
が
「
夕
顔
」
で
あ
る
な
ら

ば
、
こ
の
歌
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
「
花
の
名
」
を
問
う
た
来
訪
者
に
対
す
る
挨

拶
歌
と
し
て
考
え
る
べ
き
と
い
う
主
張
で

あ
る

（
２
２
）

。
こ
の
説
は
和
歌
の
通
例
を

重
ん
じ
、
特
に
〈
心
あ
て
に
〉
の
歌
に
構
造
が
近
似
す
る
『
古
今
和
歌
集
』
の

二
七
七
番
歌
、
凡
河
内
躬
恒
に
よ
る
「
心
あ
て
に
折
ら
ば
や
折
ら
む
初
霜
の
置

き
ま
ど
は
せ
る
白
菊

の
花

（
２
３
）

」
と
の
照
応
に
よ
っ
て
論
証
さ
れ
て
い
る
。 

 

た
だ
し
、
⑶
に
お
け
る
【
光
源
氏
説
】・【
夕
顔
の
女
説
】
の
両
説
と
【
「
夕
顔
」

説
】
と
で
は
、
そ
の
観
点
が
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
「
夕
顔
」

の
暗
喩
性
に
論
及
し
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
は
暗
喩
性
の
検
討
に
消
極
的
で

あ
る
。
先
ほ
ど
⑴
に
つ
い
て
は
暫
定
的
に
「
夕
顔
」
が
「
そ
れ
」
の
指
示
対
象

で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
や
は
り
〈
心
あ
て
に
〉
の
歌
が
挨
拶
歌
の
性
格
を
も
つ

こ
と
は
否
定
し
が
た
い
と
考
え
る
。「
花
」
が
何
の
喩
で
あ
る
か
（
な
い
か
）
に

つ
い
て
は
、
二
次
的
な
問
題
と
し
て
扱
い
た
い
。 

 

し
た
が
っ
て
、
〈
心
あ
て
に
〉
の
歌
に
つ
い
て
は
、
表
意
に
お
い
て
「
そ
れ
」

が
「
夕
顔
」
を
指
す
挨
拶
歌
で
あ
る
と
捉
え
（
⑴
）
、
そ
の
上
で
「
白
露
の
光
」

と
「
夕
顔
の
花
」
の
暗
喩
性
を
検
討
す
る
（
⑵
、
⑶
）
と
い
う
手
順
で
読
み
解

く
の
が
適
当
で
あ
る
。「
そ
れ
」
が
暗
示
す
る
も
の
は
⑵
・
⑶
と
対
応
す
る
た
め
、

⑴
だ
け
を
独
立
し
て
論
じ
る
こ
と
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
翻
っ
て
い
え
ば
、〈
心

あ
て
に
〉
の
歌
に
つ
い
て
は
⑵
と
⑶
を
優
先
的
に
論
じ
る
こ
と
が
一
首
全
体
の
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解
釈
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。 

 
そ
こ
で
、
特
に
⑶
の
各
説
を
対
比
的
に
訳
し
分
け
る
と
次
の
よ
う
な
解
釈
群

を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

イ
：
あ
な
た
様
を
白
露
の
光
が
添
え
ら
れ
た
夕
顔
の
花
の
よ
う
に
お
美
し

い
光
源
氏
様
か
と
お
見
受
け
し
ま
す
。 

ロ
：
わ
た
く
し
ど
も
は
夕
顔
の
花
に
白
露
の
光
が
添
え
ら
れ
た
よ
う
に
僥

倖
に
恵
ま
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。 

ハ
：
あ
な
た
様
の
ご
光
来
に
よ
っ
て
賤
し
い
夕
顔
の
花
も
見
紛
う
美
し
さ

を
賜
り
ま
し
た
。 

 

こ
れ
ら
は
可
能
な
解
釈
を
文
章
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
逐
語
的
な
現
代
語
訳

と
は
な
っ
て
い
な
い
。
⑶
を
起
点
に
解
釈
す
る
こ
と
で
、
⑴
・
⑵
の
諸
説
と
も

そ
の
対
応
関
係
が
決
定
し
た
。
こ
の
よ
う
に
先
行
研
究
の
論
点
を
基
に
解
釈
群

を
設
け
る
こ
と
で
、
可
能
な
解
釈
を
お
お
よ
そ
定
め
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
歌

と
物
語
と
の
関
連
性
が
明
ら
か
に
な
る
。
ま
た
、
解
釈
群
の
設
定
は
生
徒
の
解

釈
を
想
定
す
る
と
と
も
に
、
生
徒
が
解
釈
に
つ
ま
ず
く
箇
所
を
見
極
め
る
こ
と

に
つ
な
が
る
。 

 

次
に
〈
心
あ
て
に
〉
の
歌
に
対
す
る
源
氏
の
返
歌
を
取
り
上
げ
る
。 

寄
り
て
こ
そ
そ
れ
か
と
も

見
⑷

め
た
そ
か
れ
に
ほ
の
ぼ
の
見
つ
る

花
⑸

の

夕
顔 

 

こ
の
歌
は
〈
心
あ
て
に
〉
の
歌
に
興
味
を
も
っ
た
源
氏
が
、
惟
光
を
通
じ
て

そ
の
歌
の
主
が
「
揚
名
介
な
る
人
の
家
」
の
者
で
あ
る
こ
と
を
調
べ
た
上
で
詠

ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
ま
た
、
筆
跡
か
ら
送
り
主
を
勘
づ
か
れ
な
い
よ

う
に
「
い
た
う
あ
ら
ぬ
さ
ま
に
書
き
か
へ
た
ま
ひ
て
」
随
身
に
遣
わ
し
て
い
る

が
、
こ
う
し
た
配
慮
は
源
氏
が
夕
顔
の
女
の
邸
に
「
い
と
こ
と
さ
ら
め
き
て
、

御
装
束
を
も
や
つ
れ
た
る
狩
の
御
衣
を
奉
り
、
さ
ま
を
変
へ
、
顔
を
も
ほ
の
見

せ
た
ま
は
ず
」
通
う
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。 

 

こ
の
歌
に
関
す
る
先
行
研
究
の
論
点
は
次
の
二
つ
に
大
別
で
き
る
。 

⑷
「
見
め
」
の
主
体
は
誰
か
。 

⑸
「
花
の
夕
顔
」
は
何
の
喩
か
。 

 

⑷
に
つ
い
て
は
【
光
源
氏
説
】
と
【
夕
顔
の
女
説
】
が
挙
げ
ら
れ
る
。〈
心
あ

て
に
〉
の
歌
に
お
け
る
「
見
る
」
の
主
体
が
夕
顔
の
女
で
あ
る
の
に
対
し
、〈
寄

り
て
こ
そ
〉
の
歌
に
お
け
る
「
見
め
」
の
主
体
は
源
氏
か
夕
顔
の
女
の
両
者
で

意
見
が
分
か
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
歌
に
お
け
る
「
見
め
」
は
、
動
詞
「
見
る
」
の
未
然
形
と
助
動
詞
「
む
」

の
已
然
形
に
品
詞
分
解
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
「
む
」
の
意
味
は
意
志
も
し
く
は

勧
誘
で
あ
る
。
意
志
の
場
合
は
「
わ
た
し
が
見
る
」
の
に
対
し
、
勧
誘
の
場
合

は
「
あ
な
た
が
見
る
」
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
で
あ
れ
ば
主
体
は
源

氏
（
【
光
源
氏
説
】
）
で
あ
り
、
後
者
で
あ
れ
ば
夕
顔
の
女
（
【
夕
顔
の
女
説
】
）

で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。 

 

⑸
に
つ
い
て
は
【
光
源
氏
説
】
と
【
夕
顔
の
女
説
】
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
夕
顔

の
花
」
を
め
ぐ
る
〈
心
あ
て
に
〉
の
歌
の
論
点
⑶
で
は
、
こ
れ
ら
両
説
に
加
え

て
【
「
夕
顔
」（
花
そ
の
も
の
）
説
】
が
あ
っ
た
が
、〈
寄
り
て
こ
そ
〉
の
歌
の
場

合
、
源
氏
は
随
身
に
手
折
ら
せ
た
「
夕
顔
」
を
所
持
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を

踏
ま
え
れ
ば
、〈
寄
り
て
こ
そ
〉
の
歌
に
お
け
る
「
花
の
夕
顔
」
は
「
夕
顔
」
そ

の
も
の
で
は
な
い
何
か
を
暗
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
文
脈
上
、
源

氏
（
【
光
源
氏
説
】
）
か
夕
顔
の
女
（
【
夕
顔
の
女
説
】
）
で
あ
る
。 

 

そ
し
て
ま
た
、
⑷
の
【
光
源
氏
説
】
は
⑸
の
【
夕
顔
の
女
説
】
と
、
⑷
の
【
夕

顔
の
女
説
】
は
【
光
源
氏
説
】
と
対
応
し
て
い
る
。「
見
め
」
の
主
体
と
そ
の
対

象
で
あ
る
「
花
の
夕
顔
」
が
同
一
で
は
、
自
分
の
姿
を
確
か
め
る
（
「
見
る
」
）

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
贈
答
歌
と
し
て
不
適
当
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、〈
寄
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り
て
こ
そ
〉
の
歌
の
可
能
な
解
釈
群
は
次
の
よ
う
に
な
る
。 

ニ
：
近
寄
っ
て
ご
覧
に
な
り
ま
せ
ん
か
。
あ
な
た
が
た
そ
が
れ
時
に
ぼ
ん

や
り
見
た
と
い
う
わ
た
し
の
顔
を
。 

ホ
：
近
寄
っ
て
見
る
と
し
よ
う
。
き
っ
と
わ
た
し
が
た
そ
が
れ
時
に
ぼ
ん

や
り
見
た
夕
顔
の
花
の
よ
う
な
あ
な
た
の
顔
を
。 

 

こ
の
解
釈
群
で
は
、「
そ
れ
」
を
「
わ
た
し
（
源
氏
）
の
顔
」（
解
釈
ニ
）
、「
あ

な
た
（
夕
顔
の
女
）
の
顔
」
（
解
釈
ホ
）
と
解
し
て
い
る
。
〈
寄
り
て
こ
そ
〉
の

歌
の
「
そ
れ
」
は
〈
心
あ
て
に
〉
の
歌
同
様
、
第
一
に
「
夕
顔
」
を
指
す
。
し

か
も
、〈
心
あ
て
に
〉
の
歌
と
〈
寄
り
て
こ
そ
〉
の
歌
に
お
け
る
「
そ
れ
」
は
同

一
の
個
体
と
考
え
る
の
が
語
法
上
妥
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
贈
答
歌
は
必
ず
し

も
論
理
的
な
正
し
さ
に
拘
束
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
意
識
的
に
相
手
の
意
図
と
ず

れ
た
返
歌
を
す
る
こ
と
は
常
套
手
段
で
あ
る
。 

 

た
と
え
ば
〈
心
あ
て
に
〉
の
歌
に
つ
い
て
は
「
源
氏
君
を
、
夕
皃
の
花
に
た

と
へ
て
、
今
夕
露
に
色
も
光
も
そ
ひ
て
、
い
と
め
で
た
く
見
ゆ
る
夕
皃
の
花
は
、

な
み
〳
〵
の
人
と
は
見

え
ず

（
２
４
）

」
と
解
し
て
い
た
本
居
宣
長
も
、〈
寄
り
て
こ
そ
〉

の
歌
に
つ
い
て
は
「
も
し
は
此
歌
に
て
は
、
か
の
簾
の
す
き
か
げ
に
見
え
し
女

ど
も
を
さ
し
て
、
夕
皃
の
花
に
た
と
へ
た
る
に
も
あ
ら

む
か

（
２
５
）

」
と
留
保
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、〈
心
あ
て
に
〉
の
歌
に
お
け
る
「
夕
皃
の
花
」
は
源
氏
を
、〈
寄

り
て
こ
そ
〉
の
歌
に
お
け
る
「
夕
皃
の
花
」
は
「
女
ど
も
」
を
暗
示
し
て
い
る

と
い
う
主
張
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
第
一
贈
答
歌
に
お
い
て
「
花
」（
「
夕
顔
」
）
の
暗
示
す
る
も
の

が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
可
能
性
は
十
分
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
見
矛
盾
す
る
よ

う
な
贈
答
歌
の
解
釈

―
た
と
え
ば
〈
心
あ
て
に
〉
の
歌
の
解
釈
イ
と
〈
寄
り

て
こ
そ
〉
の
歌
の
解
釈
ホ

―
を
採
用
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。 

（
二
） 

第
四
贈
答
歌
の
論
点
と
解
釈
群 

 

本
節
で
は
第
四
贈
答
歌
の
論
点
を
取
り
上
げ
る
。
第
四
贈
答
歌
に
つ
い
て
は
、

特
に
夕
顔
の
女
の
最
後
の
歌
〈
光
あ
り
と
〉
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が

交
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
「
な
に
が
し
の
院
」
で
一
夜
を
共
に
し
た
源
氏

と
夕
顔
の
女
が
、
「
日
た
く
る
ほ
ど
に
起
き
た
ま
ひ
て
」
言
葉
を
交
わ
す
な
か
、

夕
顔
の
女
が
源
氏
に
よ
る
〈
夕
露
に
〉
の
歌
へ
の
返
歌
と
し
て
詠
ん
だ
も
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
依
然
と
し
て
正
体
を
明
か
さ
な
い
源
氏
に
対
し
て
夕
顔
の
女

が
不
安
を
抱
く
場
面
か
ら
引
用
す
る
。 

顔
は
な
ほ
隠
し
た
ま
へ
れ
ど
、
女
の
い
と
つ
ら
し
と
思
へ
れ
ば
、
げ
に
か

ば
か
り
に
て
隔
て
あ
ら
む
も
事
の
さ
ま
に
違
ひ
た
り
と
思
し
て
、 

「
夕

⑹

露
に
紐
と
く

花
⑺

は
玉
ぼ
こ
の
た
よ
り
に
見
え
し
え
に
こ
そ

あ
り
け
れ 

露

E

⑻

A

の
光
や
い
か
に
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
後
目
に
見
お
こ
せ
て
、 

 
 

光
⑼

あ
り
と
見
し

夕
⑽

顔
の
上
露
は
た
そ
か
れ
時
の

そ
⑾

ら
め
な
り
け

り と
ほ
の
か
に
言
ふ
。
を
か
し
と
思
し
な
す
。
げ
に
、
う
ち
と
け
た
ま
へ
る

さ
ま
世
に
な
く
、
所
が
ら
ま
い
て
ゆ
ゆ
し
き
ま
で
見
え
た
ま
ふ
。 

 

源
氏
の
贈
歌
に
お
け
る
「
夕
露
」
と
「
花
」
、
さ
ら
に
「
露
の
光
や
い
か
に
」

と
い
う
問
い
か
け
は
夕
顔
の
女
の
最
初
の
歌
〈
心
あ
て
に
〉
を
喚
起
し
、
夕
顔

の
女
も
そ
れ
を
踏
ま
え
た
返
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
夕

顔
の
女
に
よ
る
〈
光
あ
り
と
〉
の
歌
が
、
源
氏
に
よ
る
贈
歌
お
よ
び
問
い
か
け

と
、
自
身
の
〈
心
あ
て
に
〉
の
歌
、
二
つ
の
文
脈
を
詠
み
込
ん
で
い
る
と
い
う

点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
本
節
の
終
わ
り
で
述
べ
る
。 

 

さ
て
、
源
氏
の
〈
夕
露
に
〉
の
歌
に
関
す
る
先
行
研
究
の
論
点
は
次
の
二
つ
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に
大
別
で
き
る
。 

⑹
「
夕
露
」
は
何
の
喩
か
。 

⑺
「
花
」
は
何
の
喩
か
。 

 

こ
こ
で
は
夕
顔
の
女
の
返
歌
〈
光
あ
り
と
〉
の
分
析
を
見
据
え
て
論
点
を
二

つ
に
分
け
た
が
、
⑹
と
⑺
は
同
種
の
問
題
と
し
て
扱
う
の
が
適
当
で
あ
る
。
こ

の
歌
の
争
点
は
、「
夕
露
に
紐
と
」
い
た
の
は
源
氏
（
【
光
源
氏
説
】
）
と
夕
顔
の

女
（
【
夕
顔
の
女
説
】
）
の
ど
ち
ら
か
、
と
い
う
点
に
収
斂
さ

れ
る

（
２
６
）

。 

 

【
光
源
氏
説
】
で
は
⑺
を
源
氏
と
す
る
一
方
、
⑹
に
つ
い
て
は
積
極
的
な
暗

喩
性
を
与
え
ず
に
「
夕
べ
の
露
」
な
ど
と
訳
す
。
こ
の
説
の
要
点
は
、
源
氏
が

夕
顔
の
女
に
顔
を
見
せ
て
正
体
を
明
か
す
、
ま
さ
に
そ
の
行
為
を
詠
ん
だ
と
捉

え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
説
で
は
「
紐
と
く
」
を
、
源
氏
が
覆
面
を
取
っ
た

（
覆
面
の
紐
を
解
い
た
）
こ
と
の
喩
と
す
る
解
釈
が
あ
る
が
、
本
文
に
覆
面
に

関
す
る
記
述
が
な
い
た
め
、
十
分
な
論
拠
を
得
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ

こ
で
は
源
氏
が
何
に
よ
っ
て
顔
を
隠
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
問
わ
ず
、
正
体

を
明
か
し
た
と
い
う
点
に
解
釈
の
重
き
を
置
き
た
い
。 

 

【
夕
顔
の
女
説
】
で
は
、
⑹
を
源
氏
、
⑺
を
夕
顔
の
女
で
あ
る
と
し
、
夕
顔

の
女
が
源
氏
に
心
を
開
い
た
（
「
紐
と
」
い
た
）
こ
と
に
歌
の
眼
目
が
あ
る
と
捉

え
る
。
ま
た
、
こ
の
説
で
は
「
紐
と
く
」
を
「
下
紐
を
解
い
て
契
り
を
交
わ
す
」

（
新
全
集
）
こ
と
な
ど
と
解
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
源
氏
が
こ
の
贈
歌
の
前
後

で
正
体
を
明
か
す
と
い
う
文
脈
は
後
景
化
し
、
そ
の
後
も
明
確
に
語
ら
れ
る
こ

と
は
な
い
。 

 

要
す
る
に
【
光
源
氏
説
】
で
は
、
源
氏
が
二
人
の
間
の
「
隔
て
」
を
疎
ん
じ

て
い
た
贈
歌
直
前
の
叙
述
を
踏
ま
え
、
源
氏
が
自
ら
の
正
体
を
明
か
す
こ
と
に

歌
と
の
対
応
を
見
取
る
。
そ
れ
に
対
し
て
【
夕
顔
の
女
説
】
で
は
、
あ
く
ま
で

夕
顔
の
女
に
話
題
が
向
い
て
い
る
。
両
者
の
違
い
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
の
歌
の

解
釈
群
は
次
の
よ
う
に
な
る
。 

ヘ
：
二
人
に
縁
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
わ
た
し
は
夕
べ
の
露
に
乗
じ
て
正
体

を
明
か
す
の
で
す
。 

ト
：
二
人
に
縁
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
あ
な
た
は
わ
た
し
に
心
を
開
い
て
く

れ
た
の
で
し
ょ
う
。 

 

こ
れ
ら
の
解
釈
は
、
こ
の
歌
に
続
く
「
露
の
光
や
い
か
に
」
と
い
う
問
い
か

け
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
。
こ
の
歌
に
お
け
る
「
夕
露
」
の
解
釈
が
、
問
い
か

け
の
「
露
」
と
呼
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

源
氏
に
よ
る
問
い
か
け
に
関
す
る
先
行
研
究
の
論
点
は
次
の
一
点
で
あ
る
。 

⑻
「
露
の
光
」
は
何
の
喩
か
。 

 

⑻
に
つ
い
て
は
【
光
源
氏
説
】
、【
光
源
氏
の
容
貌
説
】
、【
光
源
氏
の
愛
情
説
】

が
挙
げ
ら
れ
る
。
【
光
源
氏
説
】
は
「
露
の
光
」
が
夕
顔
の
女
の
〈
心
あ
て
に
〉

の
歌
に
お
け
る
「
白
露
の
光
」
を
喚
起
し
、
当
時
の
「
心
あ
て
」
の
当
否
を
尋

ね
た
も
の
と
み
る
。
し
た
が
っ
て
、「
露
の
光
」
は
直
接
的
に
何
か
の
喩
と
し
て

で
は
な
く
、
婉
曲
的
に
〈
心
あ
て
に
〉
の
歌
を
喚
起
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し

て
い
る
。 

 

【
容
貌
説
】
と
【
愛
情
説
】
は
「
露
の
光
」
が
源
氏
を
暗
示
し
て
い
る
と
い

う
認
識
を
出
発
点
と
し
な
が
ら
も
、「
い
か
に
」
の
部
分
の
解
釈
で
相
違
が
み
ら

れ
る
。
【
容
貌
説
】
で
は
「
い
か
に
」
を
「
い
か
に
見
ゆ
る
か
」
な
ど
と
解
し
、

源
氏
が
〈
夕
露
に
〉
の
歌
の
前
後
で
正
体
を
明
か
し
た
上
で
、
自
身
の
顔
に
つ

い
て
の
感
想
を
尋
ね
た
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
【
愛
情
説
】
で
は
「
い
か
に
」

を
「
い
か
に
添
へ
た

る
か

（
２
７
）

」
と
解
し
、
源
氏
が
夕
顔
の
女
に
思
い
を
寄
せ
る
こ

と
で
、
夕
顔
の
女
に
ど
の
よ
う
な
身
の
上
・
心
情
の
変
化
が
あ
っ
た
か
を
尋
ね

た
と
す
る
。 

 

上
記
三
つ
の
説
を
訳
し
分
け
る
と
次
の
よ
う
な
解
釈
群
を
得
ら
れ
る
。 
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チ
：
わ
た
し
は
あ
な
た
が
推
察
し
た
通
り
の
人
物
で
す
か
。 

リ
：
わ
た
し
の
顔
は
あ
な
た
か
ら
見
て
い
か
が
で
す
か
。 

ヌ
：
わ
た
し
の
愛
情
は
あ
な
た
を
ど
う
変
え
ま
す
か
。 

 

文
脈
上
の
整
合
性
を
考
慮
す
れ
ば
、〈
夕
露
に
〉
の
歌
の
解
釈
ヘ
は
問
い
か
け

の
解
釈
チ
・
解
釈
リ
に
、〈
夕
露
に
〉
の
歌
の
解
釈
ト
は
問
い
か
け
の
解
釈
ヌ
に

対
応
す
る
。
源
氏
が
正
体
を
明
か
し
た
こ
と
を
前
提
と
し
な
く
て
は
、
推
察
の

当
否
や
顔
に
つ
い
て
の
感
想
を
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

 

次
に
夕
顔
の
女
の
返
歌
〈
光
あ
り
と
〉
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
歌
の
論
点
は

次
の
三
つ
に
大
別
で
き
る
。 

⑼
「
光
」
は
何
の
喩
か
。 

⑽
「
夕
顔
の
上
露
」
は
何
の
喩
か
。 

⑾
「
そ
ら
め
」
の
真
意
は
何
か
。 

 

二
つ
の
文
脈
を
詠
み
込
ん
で
い
る
と
い
う
複
雑
な
状
況
か
ら
、
こ
の
歌
の
解

釈
は
錯
綜
し
が
ち
で
あ
る
。
各
論
点
の
対
応
関
係
を
明
確
に
す
る
た
め
、
こ
こ

で
は
⑾
、
⑽
、
⑼
の
順
に
述
べ
て
い
く
。
ま
た
、
各
論
と
解
釈
の
対
応
に
つ
い

て
は
表
一
の
参
照
を
願
い
た
い
。 

 

さ
て
、
⑾
に
つ
い
て
は
【
陳
謝
説
】
と
【
冗
談
説
】
が
挙
げ
ら
れ
る
。
夕
顔

の
女
は
こ
の
返
歌
に
お
い
て
、「
白
き
扇
」
を
贈
っ
た
と
き
に
「
光
あ
り
と
見
し
」

こ
と
は
「
そ
ら
め
」（
空
目
）
で
あ
る
と
答
え
た
。
こ
の
歌
に
お
け
る
「
そ
ら
め
」

は
「
見
間
違
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
「
真
意
」
が
争
点

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
文
字
通
り
「
見
間
違
い
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
陳
謝
（
【
陳

謝
説
】
）
、
二
人
の
「
げ
に
、
う
ち
と
け
た
ま
へ
る
さ
ま
」
を
考
慮
す
れ
ば
冗
談

（
【
冗
談
説
】
）
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。 

 

⑽
に
つ
い
て
は
【
光
源
氏
の
容
貌
説
】
と
【
光
源
氏
の
来
訪
説
】
が
挙
げ
ら

れ
る
。
両
者
の
大
き
な
違
い
は
、
こ
の
歌
に
お
け
る
「
夕
顔
」
を
夕
顔
の
女
の

喩
と
考
え
る
か
否
か
で
あ
る
。
【
容
貌
説
】
の
場
合
、
「
夕
顔
」
は
源
氏
の
「
夕

方
の
顔
」
と
捉
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
【
来
訪
説
】
の
場
合
、「
上
露
」
が
源
氏

を
指
し
、
「
夕
顔
」
は
夕
顔
の
女
を
指
す
と
捉
え
る
。 

 

⑼
に
つ
い
て
は
【
光
源
氏
説
】
と
【
正
の
イ
メ
ー
ジ
説
】
が
挙
げ
ら
れ
る
。

⑼
は
基
本
的
に
〈
心
あ
て
に
〉
の
歌
に
お
け
る
論
点
⑵
（
「
白
露
の
光
」
の
喩
）

と
対
応
す
る
が
、
⑵
が
や
や
曖
昧
な
イ
メ
ー
ジ
で
処
理
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、

こ
ち
ら
は
「
光
」
が
話
題
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
積
極
的
に
暗
喩
性
を

見
て
取
ろ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
両
説
の
考
え
方
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら

れ
る
。 

 
ま
ず
【
光
源
氏
説
】
は
、
夕
顔
の
女
が
こ
の
期
に
及
ん
で
な
お
正
体
を
明
か

さ
な
い
男
（
源
氏
）
に
対
し
、
か
つ
て
自
身
が
「
心
あ
て
に
」
男
を
源
氏
と
推

察
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
陳
謝
し
た
と
み
る
。
男
が
正
体
を
隠
す
の
は
例
の
推

察
が
外
れ
て
い
る
た
め
（
実
際
は
当
た
っ
て
い
る
）
と
い
う
夕
顔
の
女
の
思
い

違
い
で
あ
る
。
こ
の
説
を
と
る
解
釈
で
は
、「
夕
顔
の
上
露
」
は
や
や
後
退
し
て

ワ
ｂ 

ワ
ａ 

ヲ
ｂ 

ヲ
ａ 

ル
ｂ 

ル
ａ 

解
釈 

愛
情 

美
し
さ 

光
源
氏 

⑼
「
光
」 

夕
顔
の
女
の
も
と
へ
の

光
源
氏
の
来
訪 

光
源
氏
の
容
貌 

⑽
「
夕
顔
の
上
露
」 

冗
談 

陳
謝 

冗
談 

陳
謝 

冗
談 

陳
謝 

⑾
「
そ
ら
め
」 

表
一 

〈
光
あ
り
と
〉
の
歌
に
お
け
る
各
論
と
解
釈
の
対
応 
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捉
え
る
こ
と
に
な
る
。
源
氏
の
容
貌
は
結
局
、
源
氏
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
古
注
釈
で
は
こ
の
説
が
優
勢
で
あ
り
、『
河
海
抄
』
の
「
露
の
光
や

い
か
に
と
と
は
れ
た
る
に
あ
な
か
ち
に
つ
ゝ
む
け
し
き
な
る
を
女
の
か
た
よ
り

さ
し
過
て
い
ひ
し
り
け
る
と
思
て
そ
の
人
か
と
み
し
は
そ
ら
め
に
て
あ
り
け
り

と
お
ほ
め
き
た
る

心
也

（
２
８
）

」
と
い
う
解
釈
が
『
源
氏
物
語
提
要
』
や
『
孟
津
抄
』

に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。 

 

他
方
、【
正
の
イ
メ
ー
ジ
説
】
は
、
そ
れ
自
体
で
は
曖
昧
な
た
め
、
論
点
⑽
の

各
説
と
の
対
応
に
よ
っ
て
解
釈
が
決
ま
る
。
【
容
貌
説
】
の
場
合
、
「
光
」
は
源

氏
の
形
容
と
し
て
美
し
さ
な
ど
と
解
す
る
。
源
氏
が
「
露
の
光
や
い
か
に
」
と

い
っ
て
自
信
あ
り
げ
に
夕
顔
の
女
に
感
想
を
求
め
た
の
に
対
し
、
夕
顔
の
女
が

戯
れ
に
あ
べ
こ
べ
を
答
え
た
と
み
る
の
で
あ
る
。
現
代
注
釈
の
大
半
は
こ
の
説

を
と
り
、「
光
が
あ
る
と
見
て
と
っ
た
夕
べ
の
お
顔
の
上
に
か
か
る
露
（
美
し
さ
）

は
、
暮
れ
方
の
ぼ
ん
や
り
し
た
時
刻
の
見
損
な
い
で
あ
っ
た
こ
と
で
す
。
『
光
』

は
光
源
氏
の
喩
で
も

あ
る

（
２
９
）

」（
新
大
系
）
、「
わ
ざ
と
本
心
と
は
逆
の
こ
と
を
言

っ
て
戯
れ
る
媚
態
」
（
新
全
集
）
な
ど
と
記
し
て
い
る
。 

 

【
来
訪
説
】
の
場
合
、
「
光
」
は
夕
顔
の
女
に
「
そ
へ
た
る
」
（
〈
心
あ
て
に
〉

の
歌
）
た
め
、
源
氏
か
ら
夕
顔
の
女
へ
の
愛
情
と
解
す
る
。
た
だ
し
、
夕
顔
の

女
は
そ
の
愛
情
を
（
「
真
意
」
は
さ
て
お
き
）
「
そ
ら
め
」
と
し
て
否
定
し
て
い

る
。
清
水
は
こ
う
し
た
や
り
と
り
に
つ
い
て
、「
つ
ま
り
こ
の
二
首
は
、
男
が
求

愛
す
る
歌
に
対
し
て
、
女
が
切
り
返
し
の
歌
で
そ
の
愛
情
を
疑
っ
て
み
せ
る
と

い
う
正
統
の
〈
贈
答
歌
〉
に
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る

（
３
０
）

」
と
述
べ
て
い
る
。 

 

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
「
光
あ
り
と
見
し
夕
顔
の
上
露
」
の
句
は
、
「
論
点

⑼
の
ｘ
説
＋
論
点
⑽
の
ｙ
説
」
と
い
う
解
釈
の
形
を
と
る
。
そ
の
結
果
得
ら
れ

る
解
釈
群
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

ル
ａ
：
あ
な
た
様
を
夕
顔
の
花
の
露
の
よ
う
な
光
源
氏
様
か
と
お
見
受
け

し
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
見
間
違
い
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

ル
ｂ
：
あ
な
た
様
を
夕
顔
の
花
の
露
の
よ
う
な
光
源
氏
様
か
と
お
見
受
け

し
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
見
間
違
い
だ
っ
た
か
し
ら
。 

ヲ
ａ
：
あ
な
た
様
の
お
顔
を
夕
顔
の
花
の
露
の
よ
う
に
お
美
し
い
と
お
見

受
け
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
見
間
違
い
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

ヲ
ｂ
：
あ
な
た
様
の
お
顔
を
夕
顔
の
花
の
露
の
よ
う
に
お
美
し
い
と
お
見

受
け
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
見
間
違
い
だ
っ
た
か
し
ら
。 

ワ
ａ
：
わ
た
く
し
ど
も
は
夕
顔
の
花
に
露
が
添
え
ら
れ
た
よ
う
に
愛
情
を

賜
っ
た
と
存
じ
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
勘
違
い
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

ワ
ｂ
：
わ
た
く
し
ど
も
は
夕
顔
の
花
に
露
が
添
え
ら
れ
た
よ
う
に
愛
情
を

賜
っ
た
と
存
じ
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
勘
違
い
だ
っ
た
か
し
ら
。 

 

通
説
的
な
夕
顔
の
女
の
人
物
造
型
に
照
ら
せ
ば
、
解
釈
ヲ
ａ
と
解
釈
ワ
ｂ
は

受
け
入
れ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
解
釈
ヲ
ａ
は
無
礼
な
、
解
釈
ワ
ｂ
は
傲
慢
な

性
格
と
捉
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
物
造
型
に
拘
泥
す
る
読
み
方

は
し
ば
し
ば
議
論
の
膠
着
を
招
い
て
き
た
。
あ
る
解
釈
が
む
や
み
に
夕
顔
の
女

を
貶
め
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
が
、
も
し
新
た
な
「
読
み
」
を
生
み
だ

す
た
め
の
挑
戦
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
も
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、〈
光
あ
り
と
〉
の
歌
に
お
け
る
「
光
」
と
「
そ
ら
め
」
は
密
接

に
結
び
つ
い
て
お
り
、
特
に
「
光
」
の
解
釈
は
こ
の
歌
の
み
な
ら
ず
、
前
後
の

や
り
と
り
、
夕
顔
の
女
の
人
物
造
型
に
も
波
及
す
る
。
し
か
し
、
難
解
な
叙
述

や
夕
顔
の
女
の
性
格
に
拘
泥
す
る
あ
ま
り
、
い
く
つ
か
の
説
に
は
埋
め
が
た
い

溝
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
武
原
弘
は
、
従
来
の
説
に
基
づ
く
読

み
方
の
疑
問
点
を
挙
げ

つ
つ

（
３
１
）

、
そ
れ
ら
疑
問
点
の
「
一
見
矛
盾
と
も
不
合
理

と
も
見
な
さ
れ
る
細
部
」
を
止
揚
す
る
「
歌
物
語
的
方
法
」
に
よ
る
読
解
法
を

提
案
し
て
い
る
。 
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第
一
贈
答
歌
と
第
四
贈
答
歌
（
源
氏
と
夕
顔
の
贈
答
歌
）
の
対
応
関
係
は

動
か
な
い
。
が
、
そ
の
間
に
散
文
で
描
写
さ
れ
る
二
人
の
愛
の
進
展
状
況

と
贈
答
歌
と
は
、
正
確
に
整
合
し
な
い
ま
ま
の
物
語
表
現
と
し
て
完
結
せ

し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

（
３
２
） 

 

源
氏
の
贈
歌
と
「
露
の
光
や
い
か
に
」
と
い
う
問
い
か
け
は
、
夕
顔
の
女
の

〈
心
あ
て
に
〉
の
歌
を
喚
起
す
る
メ
タ
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
も
機
能
し
て
い
る
。

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
の
整
合
性
の
度
合
い
で
あ
る
。
第
一
に
贈
歌
に

対
す
る
当
座
の
対
応
、
す
な
わ
ち
返
歌
が
求
め
ら
れ
、
第
二
に
夕
顔
の
女
自
身

の
〈
心
あ
て
に
〉
の
歌
と
の
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
方
向
へ

の
対
応
を
厳
密
な
整
合
性
の
も
と
で
両
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
、
展
開
上
の
矛

盾
や
齟
齬
が
生
じ
か
ね
な
い
。 

 

武
原
は
そ
う
し
た
矛
盾
や
齟
齬
を
、
物
語
の
欠
陥
や
誤
解
に
基
づ
く
解
釈
の

結
果
で
は
な
く
、
多
様
な
解
釈
を
生
み
だ
す
余
地
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
つ
ま

り
そ
れ
は
、
弁
証
法
的
な
意
味
の
創
造
を
も
た
ら
す
テ
ク
ス
ト
の
「
空
所
」
で

あ
る
。
歌
と
物
語
（
散
文
）
の
融
合
し
た
『
源
氏
物
語
』
が
本
来
的
に
「
空
所
」

を
も
つ
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
解
釈
は
必
ず
し
も
整
合
性
に
拘
束
さ

れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
生
徒
が
『
源
氏
物
語
』
を
読
む
際
に
も
、
テ
ク
ス
ト
か

ら
逸
脱
し
な
い
よ
う
配
慮
し
つ
つ
、
多
様
な
解
釈
を
保
証
す
る
た
め
の
観
点
が

必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。 

結
び 

 

第
一
章
で
は
、
「
古
典
常
識
」
と
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
光
」
と
「
花
」

の
捉
え
方
を
確
認
し
た
。
両
語
の
「
古
典
常
識
」
的
な
理
解
は
『
源
氏
物
語
』

に
お
け
る
理
解
と
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
物
語
の
展
開
を
多
彩
に
捉
え

る
た
め
に
は
、
正
負
の
両
義
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
お
さ
え
る
必
要
が
あ
っ
た
。
第

二
章
で
は
、
二
組
の
贈
答
歌
に
対
す
る
先
行
研
究
の
論
点
を
整
理
し
、
可
能
な

解
釈
群
を
設
定
し
た
。
そ
れ
ら
解
釈
群
は
学
術
的
な
異
説
を
基
に
し
て
い
る
た

め
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
読
み
」
の
水
準
の
解
釈
を
内
包
し
て
い
る
。 

 

可
能
な
解
釈
群
の
設
定
は
、
次
の
二
点
に
教
育
的
意
義
を
求
め
ら
れ
る
。
第

一
は
、
生
徒
の
解
釈
を
想
定
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
点
で
あ
る
。
第
二
は
、
そ

の
解
釈
が
ど
の
よ
う
な
点
に
注
目
し
て
創
出
さ
れ
た
の
か
を
検
証
で
き
る
点
で

あ
る
。
生
徒
の
多
様
な
解
釈
を
保
証
す
る
こ
と
は
、
積
極
的
な
「
読
み
」
を
促

す
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
う
し
た
「
読
み
」
の
探
究
に
よ
っ
て
、
生
徒
は
古
典

を
読
む
楽
し
さ
を
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。 

 

文
学
教
育
と
し
て
の
「
読
み
」
の
授
業
を
講
じ
る
際
の
問
題
点
は
、
そ
れ
が

文
学
研
究
に
寄
り
す
ぎ
て
教
育
的
機
能
を
損
ね
て
し
ま
う
こ
と
、
あ
る
い
は
逆

に
、
教
育
的
価
値
を
優
先
す
る
あ
ま
り
文
学
的
探
究
が
疎
か
に
な
る
こ
と
に
あ

る
。
松
本
修
は
、
国
語
科
教
育
に
関
す
る
研
究
と
実
践
が
乖
離
し
て
い
る
近
年

の
状
況
を
踏
ま
え
、「
学
術
的
・
学
問
的
な
専
門
知
を
い
か
に
教
室
の
現
実
に
結

び
付
け
る
か
と
い
う
実
際
的
な
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
専
門
知
と
実
践
知
と
の

関
係
の
在
り
方
が
示
さ
れ
る
べ
き
な
の
で

あ
る

（
３
３
）

」
と
提
言
し
て
い
る
。 

 

本
稿
で
は
「
専
門
知
」
と
し
て
の
『
源
氏
物
語
』
に
関
す
る
学
術
的
知
見
を
、

生
徒
が
「
自
分
の
読
み
を
作
り
だ
す
た
め
の
道
具
」
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
整
理
・
精
査
し
た
。
ま
た
、
そ
の
過
程
で
、
専
門
知
と
実
践
知
の
融

合
と
い
え
る
「
古
典
常
識
」
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
。
し
か
し
、
実
践
知
は
単

に
専
門
知
を
手
軽
に
し
た
知
識
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
授
業
の
組
み
立
て
方

や
発
問
の
仕
方
、
生
徒
の
発
言
の
汲
み
取
り
方
と
い
っ
た
、
授
業
に
関
す
る
総

合
的
な
技
能
が
実
践
的
な
知
を
支
え
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は
専
門
知
と
し
て
の

学
術
的
知
見
を
中
心
的
な
論
題
と
し
た
た
め
、
実
践
面
の
検
討
に
つ
い
て
は
今

後
の
課
題
と
し
た
い
。 
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注 （
１
） 

 

大
内
善
一
『
国
語
科
授
業
改
革
へ
の
実
践
的
提
言
』
（
溪
水
社
、
二
〇
一
二
年
）

一
九
‐
二
一
頁
。 

（
２
） 

 

ロ
バ
ー
ト
・
ス
コ
ー
ル
ズ
／
折
島
正
司
（
訳
）『
テ
ク
ス
ト
の
読
み
方
と
教
え
方 

ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
・
Ｓ
Ｆ
・
現
代
思
想
』
（
岩
波
書
店
、
（
岩
波
モ
ダ
ン
ク
ラ
シ
ッ

ク
ス
）
、
一
九
九
九
年
）
四
一
頁
。 

（
３
） 

 

テ
マ
テ
ィ
ズ
ム
（
テ
ー
マ
批
評
）
と
は
、
繰
り
返
し
使
用
さ
れ
る
語
の
分
析
に

よ
っ
て
、
そ
の
語
の
イ
メ
ー
ジ
が
テ
ク
ス
ト
に
も
た
ら
す
効
果
を
明
ら
か
に
す
る

分
析
手
法
で
あ
る
。
テ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
ま
た
、
テ
ク
ス
ト
本
位
の
分
析
手
法
で
あ

る
た
め
、
作
者
の
表
現
意
図
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。 

（
４
） 

 

た
と
え
ば
難
波
博
孝
は
、
言
語
学
の
理
論
を
援
用
し
な
が
ら
、
テ
ク
ス
ト
の
多

様
な
解
釈
を
生
み
だ
す
箇
所
（
「
多
様
性
の
発
現
点
」
）
を
特
定
し
、
可
能
な
解
釈

群
を
設
定
し
て
い
る
（
難
波
博
孝
「
多
様
な
解
釈
を
保
証
す
る
教
材
分
析

―
詩

「
り
ん
ご
」
の
場
合

―
」『
国
語
科
教
育
』
第
四
一
集
（
全
国
大
学
国
語
教
育
学

会
、
一
九
九
四
年
三
月
）
）
。 

（
５
） 

 

た
だ
し
、
漢
文
に
関
す
る
知
識
は
「
古
典
常
識
」
に
含
ま
な
い
の
が
通
例
で
あ

る
。
な
お
、
二
〇
一
五
年
度
用
「
古
典
Ｂ
」
の
教
科
書
十
社
十
八
種
類
の
う
ち
、

筑
摩
書
房
『
古
典
Ｂ 

古
文
編
』
の
み
が
「
付
録
」
に
「
古
典
常
識
」
と
い
う
見

出
し
で
「
装
束
・
調
度
」「
暦
法
」
の
図
版
と
説
明
を
掲
載
し
て
い
る
。
そ
の
他
の

教
科
書
に
も
同
様
の
資
料
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
「
古
典
常
識
」（
あ
る
い
は
「
古

文
常
識
」
）
と
い
う
呼
称
は
使
用
し
て
い
な
い
。 

（
６
） 

 

「
ひ
か
り
」
中
村
幸
彦
・
岡
見
正
雄
・
阪
倉
篤
義
（
編
）『
角
川
古
語
大
辞
典 

第

五
巻
』
（
角
川
書
店
、
一
九
九
九
年
）
一
三
頁
。 

（
７
） 

 

吉
見
健
夫
「
夕
顔
巻
の
和
歌
と
方
法
」『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞 

別
冊 

源
氏
物

語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識 

⑧
夕
顔
』
（
至
文
堂
、
二
〇
〇
〇
年
一
月
）
二
三
四
頁
。 

（
８
） 

 

武
原
弘
「
「
夕
顔
」
巻
の
文
章
表
現
―
「
心
あ
て
に
…
」
の
歌
の
解
釈
を
め
ぐ
っ

て
―
」『
日
本
文
学
研
究
』
第
二
八
号
（
梅
光
女
学
院
大
学
日
本
文
学
会
、
一
九
九

二
年
十
一
月
）
五
六
頁
。 

（
９
） 

 

富
永
直
美
「
『
源
氏
物
語
』
夕
顔
巻
冒
頭
に
つ
い
て
―
頭
中
将
誤
認
説
の
可
能
性

―
」『
大
学
院
教
育
改
革
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
日
本
文
化
研
究
の
国
際
的
情
報
伝
達

ス
キ
ル
の
育
成
」
活
動
報
告
書
』
Vol.
平
成
二
十
一
年
度 

海
外
教
育
派
遣
事
業
編

（
お
茶
の
水
女
子
大
学
大
学
院
教
育
改
革
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
日
本
文
化
研
究
の

国
際
的
情
報
伝
達
ス
キ
ル
の
育
成
」
事
務
局
、
二
〇
一
〇
年
三
月
）
三
五
四
頁
。 

（
10
）  

河
添
房
江
「
源
氏
物
語
の
比
喩
と
象
徴
―
「
光
」
「
光
る
君
」
「
光
る
源
氏
」
再

考
―
」
増
田
繁
夫
・
鈴
木
日
出
男
・
伊
井
春
樹
（
編
）『
源
氏
物
語
研
究
集
成 

第

四
巻 

源
氏
物
語
の
表
現
と
文
体 

下
』（
風
間
書
房
、
一
九
九
九
年
）
一
六
七
頁
。 

（
11
）  

「
は
な
」
中
村
幸
彦
・
岡
見
正
雄
・
阪
倉
篤
義
（
編
）『
角
川
古
語
大
辞
典
第
四

巻
』
（
角
川
書
店
、
一
九
九
四
年
）
一
一
〇
八
‐
一
一
〇
九
頁
。 

（
12
）  

小
沢
正
夫
・
松
田
成
穂
（
校
注
）『
古
今
和
歌
集
』（
小
学
館
、（
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集
）
、
一
九
九
四
年
）
六
八
‐
六
九
頁
。 

（
13
）  

吉
野
政
治
「
朝
顔
・
昼
顔
・
夕
顔
・
夜
顔

―
体
系
化
を
目
指
し
た
花
の
名

―
」

『
同
志
社
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学
』
第
二
二
号
（
同
志
社
女
子
大
学
日
本
語
日

本
文
学
会
、
二
〇
一
〇
年
六
月
）
二
頁
。 

（
14
）  

稲
賀
敬
二
（
編
）
『
今
川
範
政 

源
氏
物
語
提
要
』
（
桜
楓
社
、
（
源
氏
物
語
古
注

集
成
）
、
一
九
七
八
年
）
二
九
頁
。 

（
15
）  
中
野
幸
一
（
編
）『
花
鳥
余
情 

源
氏
和
秘
抄 

源
氏
物
語
之
内
不
審
条
々 

源

語
秘
訣 

口
伝
抄
』（
武
蔵
野
書
院
、（
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
）
、
一
九
七
八
年
初

版
、
二
〇
〇
六
年
再
版
）
三
九
頁
。 

（
16
）  

片
桐
洋
一
『
歌
枕
歌
こ
と
ば
辞
典 

増
訂
版
』（
笠
間
書
院
、
一
九
九
九
年
）
三
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四
二
頁
。 

（
17
）  

吉
見
健
夫
「
夕
顔
巻
の
和
歌
と
方
法
」
（
前
掲
論
文
）
二
三
二
頁
。 

（
18
）  

土
方
洋
一
「
夕
顔
の
女
と
物
語
の
生
成
」『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞 

別
冊 

人
物

造
形
か
ら
み
た
『
源
氏
物
語
』
』
（
至
文
堂
、
一
九
九
八
年
五
月
）
八
八
頁
。 

（
19
）  

清
水
婦
久
子
『
源
氏
物
語
の
風
景
と
和
歌
』（
和
泉
書
院
、（
研
究
叢
書
）
、
一
九

九
七
年
）
三
八
六
頁
。 

（
20
）  

今
井
上
「
白
露
の
光
そ
へ
た
る

―
夕
顔
巻
の
和
歌
の
言
葉
へ
」『
文
学
』
第
七

巻
第
五
号
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
九
月
）
九
〇
頁
。 

（
21
）  

清
水
婦
久
子
『
源
氏
物
語
の
風
景
と
和
歌
』
（
前
掲
書
）
三
九
七
頁
。 

（
22
）  

注
（
21
）
に
同
じ
。 

（
23
）  

小
沢
正
夫
・
松
田
成
穂
（
校
注
）
『
古
今
和
歌
集
』
（
前
掲
書
）
一
二
六
頁
。 

（
24
）  

大
野
晋
（
編
）
『
本
居
宣
長
全
集
第
四
巻
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
）
三
七

四
頁
。 

（
25
）  

大
野
晋
（
編
）
『
本
居
宣
長
全
集
第
四
巻
』
（
前
掲
書
）
三
七
四
‐
三
七
五
頁
。 

（
26
）  

な
お
、
「
道
」
の
序
詞
で
あ
る
「
玉
ぼ
こ
」
は
そ
れ
自
体
で
「
道
」
を
意
味
し
、

「
え
に
こ
そ
あ
り
け
れ
」
の
「
え
」
は
「
枝
」
と
「
縁
」
の
掛
詞
で
あ
る
と
捉
え

る
点
は
両
説
で
お
お
む
ね
一
致
し
て
い
る
。 

（
27
）  

清
水
婦
久
子
「
夕
顔
の
歌
の
解
釈
」『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞 

別
冊 

源
氏
物
語

の
鑑
賞
と
基
礎
知
識 

⑧
夕
顔
』（
前
掲
書
）
二
二
九
頁
。
た
だ
し
、
引
用
に
際
し

て
表
記
を
一
部
漢
字
に
改
め
た
。 

（
28
）  

玉
上
琢
彌
（
編
）
『
紫
明
抄
・
河
海
抄
』
（
角
川
書
店
、
一
九
六
八
年
）
二
四
六

頁
。 

（
29
）  

柳
井
滋
ほ
か
（
校
注
）『
源
氏
物
語 

一
』（
岩
波
書
店
、（
新
日
本
古
典
文
学
大

系
）
、
一
九
九
三
年
）
一
二
〇
頁
。 

（
30
）  

清
水
婦
久
子
『
源
氏
物
語
の
風
景
と
和
歌
』
（
前
掲
書
）
四
二
九
頁
。 

（
31
）  

武
原
弘
は
、
四
つ
の
疑
問
点
を
挙
げ
て
い
る
。
第
一
に
、〈
心
あ
て
に
〉
の
歌
を

読
ん
で
い
な
い
は
ず
の
随
身
に
そ
の
内
容
を
既
知
と
す
る
様
子
が
窺
え
る
点
。
第

二
に
、
〈
心
あ
て
に
〉
の
歌
の
作
者
に
つ
い
て
、
源
氏
は
は
じ
め
「
そ
の
宮
仕
人
」

と
判
断
し
て
い
た
が
、〈
夕
露
に
〉
の
歌
お
よ
び
「
露
の
光
や
い
か
に
」
と
い
う
詠

み
か
け
で
は
そ
の
作
者
を
夕
顔
の
女
と
特
定
し
て
い
る
点
。
第
三
に
、
夕
顔
の
女

の
従
順
で
内
気
な
人
柄
と
往
来
の
人
物
に
贈
歌
す
る
積
極
性
の
不
整
合
を
源
氏
が

不
審
に
思
わ
な
い
点
。
第
四
に
、〈
心
あ
て
に
〉
の
歌
と
そ
れ
を
踏
ま
え
た
〈
光
あ

り
と
〉
の
歌
が
文
脈
上
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
点
（
武
原
弘
「
「
夕
顔
」
巻
の
文
章
表

現
―
「
心
あ
て
に
…
」
の
歌
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
前
掲
論
文
）
五
八
‐
五
九

頁
）
。 

（
32
）  

武
原
弘
「
「
夕
顔
」
巻
の
文
章
表
現
―
「
心
あ
て
に
…
」
の
歌
の
解
釈
を
め
ぐ
っ

て
―
」
（
前
掲
論
文
）
六
一
頁
。 

（
33
）  

松
本
修
「
国
語
科
教
師
の
教
材
研
究
に
お
け
る
専
門
知
と
実
践
知

―
芭
蕉
の

二
つ
の
発
句
を
め
ぐ
っ
て

―
」
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
（
編
）『
国
語
科
教
師

教
育
の
課
題
』
（
明
治
図
書
出
版
、（
国
語
教
育
学
の
建
設
）
、
一
九
九
七
年
）
一
三

八
頁
。 

 

（
た
か
は
し
・
ゆ
う
き
／
横
浜
国
立
大
学
大
学
院
修
士
課
程
） 


