
し
ろ
く
ま
の
か
ん
じ
の
話 

ち
ょ
っ
と
休
憩
シ
リ
ー
ズ 

ち
ょ
っ
と
休
憩 

１ 

ち
ょ
っ
と
む
ず
か
し
い
漢
字
の
話
が
つ
づ
い
た
の
で
、
今
日
は
い
き
ぬ
き
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
数
字
に
ま
つ
わ
る
漢
字
の
読
み
方
。
ほ

ん
と
う
に
い
ろ
い
ろ
で
す
。
と
く
に
人
の
名
字
に
は
と
く
べ
つ
な
読
み
方
が
あ
り
ま
す
よ
ね
～ 

ク
イ
ズ
み
た
い
に
た
の
し
ん
で
み
て
く

だ
さ
い
。「
一
」・「
五
」・「
九
」・「
十
」
こ
れ
ら
は
、
み
な
、
実
際
に
名
字
に
あ
る
そ
う
で
す
よ
。「
一
は
、
は
じ
め
、
じ
ゃ
な
い
の
？
」

と
思
わ
れ
る
か
も
で
す
が
、
そ
れ
っ
て
お
名
前
の
ほ
う
で
す
よ
ね
。
名
字
で
は
「
一
」
で
「
に
の
ま
え
」
さ
ん
。
二
の
前
は
一
だ
か
ら
。

だ
か
ら
日
本
で
い
ち
ば
ん
短
い
名
前
は
「
一
・
一
」
で
「
に
の
ま
え
は
じ
め
」
さ
ん
に
な
る
の
か
な
～
「
五
」
は
「
か
ず
な
か
」。
き
っ
と

一
か
ら
九
ま
で
の
数
字
の
ま
ん
な
か
に
あ
る
か
ら
で
し
ょ
う
ね
。「
九
」
は
「
い
ち
じ
く
」
さ
ん
。
え
？
？ 

な
ん
で
？ 

と
な
る
で
し
ょ

う
け
ど
、「
九
、
一
字
」
だ
か
ら
「
い
ち
じ
・
く
」
ら
し
い
で
す
。
さ
て
、
な
ぞ
な
ぞ
み
た
い
な
の
が
「
十
」。「
つ
な
し
」
と
読
み
ま
す
。

さ
て
、
み
な
さ
ん
、
こ
の
字
が
な
ぜ
「
つ
な
し
」
と
読
む
か
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

数
字
に
関
す
る
め
ず
ら
し
い
読
み
方
は
日
本
に
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。「
六
月
一
日
」
と
い
う
名
字
の
人
が
い
る
ん
で
す
よ
。
こ
れ
で

「
う
り
わ
り
」
さ
ん
と
読
む
そ
う
で
す
。「
四
月
一
日
」
は
「
わ
た
ぬ
き
」
さ
ん
。
調
べ
て
み
た
ら
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
よ
～
。 

 

さ
て
さ
て
、
数
字
に
ま
つ
わ
る
漢
字
の
話
を
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
よ
く
、
一
発
勝
負
に
出
て
や
る
、
う
ま
く
い
く
か
ど
う
か
… 

と

い
う
と
き
に
、「
一
か
八
か
」
と
い
い
ま
す
よ
ね
。
何
が
「
一
」
で
何
が
「
八
」
か
…
み
な
さ
ん
は
日
本
の
む
か
し
の
サ
イ
コ
ロ
を
つ
か
っ

た
ゲ
ー
ム
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？ 

時
代
劇
で
よ
く
み
か
け
る
、
サ
イ
コ
ロ
を
つ
ぼ
に
入
れ
て
「
半
か
丁
か
？
」
と
や
っ
て
い
る
の
、
知

り
ま
せ
ん
か
？
丁
の
一
画
め
の
「
一
」、
半
の
上
２
つ
の
「
八
」
を
と
っ
て
「
一
か
八
か
」
に
な
り
ま
し
た
、
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
。 

入
試
で
出
題
さ
れ
る
四
字
熟
語
。
漢
数
字
の
入
っ
た
も
の
も
よ
く
出
題
さ
れ
ま
す
が
…
「
一
■
二
■
」「
三
■
四
■
」「
五
■
六
■
」「
七

■
八
■
」
す
べ
て
あ
り
ま
す
。
ど
う
で
し
ょ
う
？ 

み
な
さ
ん
全
部
つ
く
れ
ま
す
か
？
し
ろ
く
ま
が
む
か
し
、
塾
の
先
生
を
し
て
い
た
と

き
、
く
る
し
ま
ぎ
れ
に
ふ
ざ
け
た
答
え
を
し
た
子
が
い
ま
し
た
。「
五
月
六
日
」
と
「
三
泊
四
日
」
… 

こ
ん
な
の
は
ダ
メ
で
す
よ
～
そ
う

い
や
「
一
■
千
■
」
で
、「
一
回
千
円
」
と
か
書
い
て
い
た
ヤ
ツ
も
い
ま
し
た
。
テ
ス
ト
の
と
き
は
ふ
ざ
け
て
こ
ん
な
の
書
い
て
は
い
け
ま

せ
ん
よ
～ 

そ
う
そ
う
、「
一
石
二
鳥
」
っ
て
言
葉
。
中
国
の
こ
と
わ
ざ
か
ら
き
た
、
と
思
っ
て
い
る
人
い
ま
せ
ん
か
？ 

こ
れ
は
実
は
英
語
の
こ
と

わ
ざ
か
ら
き
た
も
の
で
す
。 

Kill tw
o bird w

ith one stone 

時
代
劇
な
ん
か
で
「
こ
い
つ
は
一
石
二
鳥
だ
ぁ
～
」
と
か
い
う
セ
リ
フ
が
出
て
き
た
ら
、
あ
ん
た
江
戸
時
代
に
そ
ん
な
言
葉
は
あ
り
ま

へ
ん
で
っ 

と
ツ
ッ
コ
ミ
入
れ
て
く
だ
さ
い
ね
。 



ち
ょ
っ
と
休
憩 

２ 

み
な
さ
ん
は
十
二
支
（
じ
ゅ
う
に
し
）
っ
て
知
っ
て
い
ま
す
か
？
知
っ
て
る
よ
っ
と
、
い
う
み
な
さ
ん
、
漢
字
で
書
け
ま
す
か
？ 

年
賀

状
（
ね
ん
が
じ
ょ
う
）
を
書
く
と
き
に
、
ま
さ
か
「
う
し
ど
し
」
を
「
牛
年
」
と
か
書
い
た
り
し
て
い
ま
せ
ん
よ
ね
？
？ 

「
ね
・
う
し
・
と
ら
・
う
・
た
つ
・
み
・
う
ま
・
ひ
つ
じ
・
さ
る
・
と
り
・
い
ぬ
・
い
」 

言
え
た
ら
つ
ぎ
は
、
漢
字
で
書
け
な
い
と
ね
。 

「
子
」「
丑
」「
寅
」「
卯
」「
辰
」「
巳
」「
午
」「
未
」「
申
」「
酉
」「
戌
」「
亥
」 

で
す
。
書
け
ま
し
た
か
？ 

 

み
な
さ
ん
、
紙
と
鉛
筆
を
用
意
し
て
く
だ
さ
い
。
べ
つ
に
コ
ン
パ
ス
使
わ
な
く
て
も
よ
い
で
す
か
ら
、
く
る
り
っ
と
大
き
く
円
を
書
い

て
み
て
く
だ
さ
い
。
で
、
円
周
を
十
二
等
分
し
て
み
て
く
れ
ま
す
か
？ 

十
字
を
書
い
て
三
等
分
し
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
自
転
車
の
車

輪
み
た
い
に
中
心
を
通
る
十
二
本
の
線
を
引
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。
一
番
上
を
「
子
」
と
書
い
て
、
時
計
ま
わ
り
に
、「
丑
」「
寅
」「
卯
」

…
と
書
い
て
い
っ
て
く
れ
ま
す
か
？ 

む
か
し
は
、
こ
れ
で
方
位
と
時
間
を
あ
ら
わ
し
ま
し
た
。 

ま
ず
は
「
方
位
」
の
話
か
ら
。
一
番
上
の
「
子
」
が
「
北
」
に
な
り
ま
す
。「
東
」
は
「
卯
」、「
南
」
は
「
午
」、「
西
」
は
「
酉
」、
と
な

っ
て
い
ま
す
よ
ね
。
社
会
が
得
意
な
人
は
、
地
球
儀
の
タ
テ
の
線
と
ヨ
コ
の
線
を
何
と
い
う
か
知
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。
タ
テ
が
経
線
、
ヨ

コ
が
緯
線
。「
経
」
は
「
く
ん
よ
み
」
で
「
た
て
い
と
」、「
緯
」
は
「
く
ん
よ
み
」
で
「
よ
こ
い
と
」
と
読
み
ま
す
。
経
緯
、
と
い
う
言
葉

は
「
物
事
の
時
間
の
流
れ
、
タ
テ
の
流
れ
と
、
ヨ
コ
の
つ
な
が
り
」
と
い
う
意
味
に
な
る
わ
け
で
す
。 

タ
テ
線
の
経
線
で
す
が
、
別
名
、「
子
午
線
」
っ
て
い
う
の
を
知
り
ま
せ
ん
か
？ 

「
ね
ず
み
・
う
ま
」
線
、
北
と
南
を
結
ぶ
か
ら
「
子

午
線
」
な
ん
で
す
よ
。
む
か
し
は
迷
信
（
め
い
し
ん
）
深
い
時
代
で
し
た
。
不
吉
な
こ
と
は
、「
北
東
」
の
ほ
う
か
ら
や
っ
て
き
て
、「
南

西
」
に
抜
け
て
い
く
、
と
考
え
ら
れ
た
の
で
す
。
え
た
い
の
し
れ
な
い
怪
物
が
、
北
東
か
ら
や
っ
て
く
る
… 

み
な
さ
ん
は
「
鬼
門
」（
き

も
ん
）
っ
て
聞
い
た
こ
と
は
な
い
で
す
か
？ 

む
か
し
は
北
東
の
こ
と
を
言
っ
た
の
で
す
。
み
な
さ
ん
の
家
が
、
日
本
式
の
家
な
ら
、
北

東
の
部
屋
の
角
に
、
お
守
り
と
か
お
札
が
ぶ
ら
さ
が
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？ 

不
吉
な
北
東
を
守
っ
て
い
る
の
で
す
。
む
か
し
は
、
北
東
の

角
に
は
何
も
置
か
ず
、
き
れ
い
に
清
め
て
空
白
に
し
て
お
き
ま
し
た
。 

 

さ
っ
き
書
い
て
く
れ
た
円
を
見
て
く
だ
さ
い
。
北
東
っ
て
、「
丑
」
と
「
寅
」
の
間
で
し
ょ
？ 

鬼
門
は
別
名
、「
う
し
と
ら
」
の
方
角

と
い
い
ま
し
た
。
で
、
む
か
し
の
人
は
想
像
力
を
ゆ
た
か
に
し
て
、
え
た
い
の
し
れ
な
い
怪
物
「
鬼
」
は
、「
う
し
と
ら
」
の
方
向
か
ら
く

る
か
ら
、
鬼
を
「
う
し
＋
と
ら
」
の
怪
物
に
し
た
の
で
す
。
だ
っ
て
、
鬼
っ
て
ウ
シ
の
角
と
ト
ラ
の
皮
の
パ
ン
ツ
は
い
て
い
る
で
し
ょ
う
？ 

そ
う
や
っ
て
鬼
の
姿
を
あ
ら
わ
し
ま
し
た
。
と
き
ど
き
、
お
城
の
か
わ
ら
に
「
桃
」
の
絵
が
描
か
れ
て
い
る
と
き
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ

れ
は
た
い
て
い
北
東
で
す
。 

ほ
か
に
も
、
こ
の
図
で
、
怪
物
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
動
物
は
、
火
の
性
、
水
の
性
、
木
の
性
、
土
の
性
、
の
生
き
物
に
分

け
ら
れ
ま
す
。「
子
」「
辰
」「
申
」
を
結
ん
だ
三
角
形
が
「
水
の
性
」。
ね
ず
み
の
顔
＋
竜
の
う
ろ
こ
＋
猿
の
体
で
「
カ
ッ
パ
」
が
生
ま
れ

ま
し
た
。「
午
」「
寅
」「
戌
」
を
結
ん
だ
三
角
形
は
「
水
の
性
」
と
ち
ょ
う
ど
反
対
、
す
な
わ
ち
「
火
の
性
」
で
、
水
に
対
し
て
は
負
け
る

生
き
物
…
。
か
っ
ぱ
が
川
に
馬
を
ひ
き
ず
り
こ
む
、
と
い
う
話
は
こ
こ
か
ら
作
ら
れ
ま
し
た
（
と
い
っ
て
も
み
ん
な
の
お
ば
あ
さ
ん
や
お

じ
い
さ
ん
で
な
い
と
こ
の
話
は
何
の
こ
と
か
わ
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
ね
）。 

 

そ
し
て
、「
時
間
」
で
す
が
、
こ
れ
も
か
ん
た
ん
。
い
ち
ば
ん
上
の
「
子
」
が
ち
ょ
う
ど
夜
中
の
０
時
で
す
。
む
か
し
は
一
日
を
１
２
分

割
し
て
時
間
を
示
し
ま
し
た
か
ら
、
一
刻
（
い
っ
と
き
）
は
二
時
間
に
な
り
ま
す
。「
午
」
が
お
昼
の
１
２
時
。「
ま
さ
に
午
」
で
「
正
午
」、

そ
れ
よ
り
前
が
「
午
前
」
で
そ
れ
よ
り
後
が
「
午
後
」
と
書
く
わ
け
で
す
。
と
す
る
と
、
夜
中
の
「
丑
」
か
ら
「
寅
」
は
夜
中
の
二
時
か

ら
四
時
。
い
ち
ば
ん
夜
が
ふ
け
る
こ
ろ
… 

そ
れ
も
そ
の
は
ず
、「
丑
」
か
ら
「
寅
」
に
時
間
が
う
つ
る
と
き
は
、
こ
の
世
と
あ
の
世
の
「
と

び
ら
」
の
「
鬼
門
」
が
開
く
時
間
で
す
… 

き
ゃ
～
こ
わ
い
っ
っ 

鬼
が
北
東
か
ら
通
過
し
て
い
く
時
間
帯
。
よ
い
子
は
寝
て
い
な
い
と

い
け
な
い
時
間
で
す
。
わ
ら
人
形
に
く
ぎ
を
打
ち
つ
け
て
、
人
を
呪
（
の
ろ
）
う
「
丑
の
刻
参
り
」
っ
て
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
時
間
に
す

る
か
こ
れ
で
わ
か
り
ま
し
た
か
？ 

神
社
に
行
く
と
、
と
き
ど
き
、
ウ
シ
の
像
が
置
い
て
あ
り
ま
す
。
神
さ
ま
の
使
い
、
と
説
明
さ
れ
て
い

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
天
満
宮
の
ウ
シ
の
像
は
、
座
っ
て
い
ま
す
。
菅
原
道
真
公
を
ま
つ
っ
て
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
こ
の

ウ
シ
は
座
っ
て
い
て
も
ら
わ
な
い
と
こ
ま
る
の
で
す
… 

な
ぜ
か
？
？ 

ウ
シ
が
立
っ
て
動
い
た
ら
、
ト
ラ
に
う
つ
っ
て
、
鬼
門
が
開
い

て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
ウ
シ
を
座
ら
せ
る
、
つ
ま
り
時
間
を
止
め
て
鬼
門
が
開
か
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
す
よ
… 

た
た
り
を
す
る

た
め
に
、
あ
の
世
か
ら
出
て
き
て
も
ら
っ
て
は
こ
ま
る
か
ら
、
と
い
う
わ
け
で
す
。 



ち
ょ
っ
と
休
憩 

３ 
漢
字
で
書
き
な
さ
い
、
と
い
う
問
題
は
、
国
語
だ
け
で
な
く
て
社
会
に
も
あ
り
ま
す
よ
ね
～
。
今
回
は
歴
史
の
人
物
や
用
語
の
書
き
取

り
や
読
み
を
し
て
み
よ
う
か
な
～
。 

（
人
物
） 

① 

（ 

）
弥
呼 

② 

（ 

）
略
天
皇
（
倭
王
の
武
と
さ
れ
て
い
る
天
皇
） 

③ 

（ 

）
徳
太
子 

④ 

（ 

）
我
入
鹿 

⑤ 

中
臣
（ 

）
足 

⑥ 

天
（ 

）
天
皇
（
大
化
の
改
新
の
中
心
人
物
・
も
と
は
中
大
兄
皇
子
） 

⑦ 

唐
か
ら
来
日
し
た
（ 

）
真 

⑧ 

大
仏
つ
く
り
に
協
力
し
た
僧
の
行
（ 

） 

⑨ 

阿
（ 

）
仲
麻
呂 

⑩ 

山
上
（ 

）
良 

ま
ず
は
、
こ
の
１
０
人
、
書
け
る
か
な
？ 

 

回
答
編 

① 

卑
弥
呼 

「
や
ま
た
い
こ
く
」
と
か
「
ぎ
」
と
か
も
書
け
る
か
な
～ 

か
な
り
む
ず
か
し
い
読
み
と
漢
字
で
す
よ
ね
。「
魏
志
倭
人
伝
」
と
い
う
中

国
の
歴
史
書
に
書
か
れ
て
い
ま
す
、
と
よ
く
い
う
け
ど
、「
魏
志
倭
人
伝
」
と
い
う
歴
史
書
は
じ
つ
は
な
い
ん
で
す
。
正
確
に
は
「
魏
書
」

烏
丸
鮮
卑
東
夷
倭
人
条
、
を
、
そ
う
呼
ん
で
い
る
ら
し
い
で
す
よ
。
な
、
な
が
～
い
、
名
前
。「
ぎ
し
ょ
・
う
が
ん
・
せ
ん
ぴ
・
と
う
い
・

わ
じ
ん
の
じ
ょ
う
」
っ
て
読
み
ま
す
… 

「
卑
弥
呼
」
や
「
邪
馬
台
国
」
も
、
あ
て
字
で
す
。
あ
く
ま
で
も
中
国
の
人
が
そ
う
記
録
し
た
だ
け
で
、
卑
弥
呼
さ
ん
は
「
わ
た
し
、

ひ
み
こ
よ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
記
録
に
よ
る
と
、
卑
弥
呼
さ
ん
は
魏
に
「
生
口
」
を
お
く
っ
て
い
ま
す
。
さ
て
、

生
口
っ
て
何
か
わ
か
り
ま
す
か
？ 

生
き
て
い
る
人
、
こ
の
場
合
は
「
奴
隷
（
ど
れ
い
）」
を
お
く
っ
た
み
た
い
で
す
。
で
、
王
の
称
号
と

銅
鏡
を
も
ら
い
ま
し
た
。 

そ
う
い
や
卑
弥
呼
さ
ん
よ
り
前
に
、
や
は
り
使
い
を
お
く
っ
て
金
印
も
ら
っ
た
日
本
の
王
さ
ま
が
い
ま
し
た
。
奴
国
（
な
こ
く
）
の
王

が
そ
う
で
す
。
金
印
に
き
ざ
ま
れ
て
い
た
文
字
、
書
け
ま
す
か
？
「
か
ん
の
わ
の
な
の
こ
く
お
う
」「
漢
委
奴
国
王
」
で
す
。 

教
科
書
に
よ
っ
て
は
写
真
で
出
て
い
る
の
も
あ
り
ま
す
よ
ね
。「
倭
」
で
は
な
く
「
委
」
と
き
ざ
ま
れ
て
い
ま
す
。「
イ
」
に
ん
べ
ん
が

な
い
…
ま
ち
が
い
だ
！ 

と
か
、
い
や
、「
委
奴
国
」
で
「
い
と
こ
く
」
と
読
む
の
が
正
し
い
の
だ
！ 

い
や
、
そ
も
そ
も
金
印
は
に
せ
も

の
だ
っ 

と
、
諸
説
さ
ま
ざ
ま
で
話
題
を
よ
ん
で
い
ま
す
。
で
も
、
し
ろ
く
ま
に
し
た
ら
、
べ
つ
に
お
か
し
い
話
で
は
な
い
の
で
す
よ
。 

む
か
し
は
部
首
は
た
い
へ
ん
テ
キ
ト
ー
に
つ
け
て
い
ま
し
た
。「
委
」
は
当
時
は
「
ウ
ェ
」
と
発
音
し
て
い
た
み
た
い
な
ん
で
す
が
、
そ

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
「
小
さ
い
」
と
い
う
こ
と
ら
し
い
で
す
。
で
、「
委
＋
人
」
で
、「
ち
い
さ
い
人
」
… 

「
ウ
ェ
」
と
発
音
し
て
い

た
ら
、
何
の
「
ウ
ェ
」
か
わ
か
ら
な
い
、
人
間
の
ウ
ェ
だ
よ
、
と
、
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
「
倭
」
と
「
に
ん
べ
ん
」
を
つ
け
ま
し

た
。
と
い
う
こ
と
は
、
わ
か
る
場
合
は
部
首
は
昔
は
は
ぶ
く
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
す
。
ハ
ン
コ
に
「
委
」
と
か
け
ば
、
人
間
だ
っ
て
わ
か

り
ま
す
か
ら
い
ち
い
ち
「
イ
」
は
つ
け
な
か
っ
た
の
で
す
よ
。
む
し
ろ
「
に
ん
べ
ん
」
が
つ
い
て
い
る
ほ
う
が
、
し
ろ
く
ま
な
ら
、
あ
や

し
い
、
と
思
い
ま
す
。
さ
て
、
ハ
ン
コ
の
持
つ
部
分
、
な
ん
か
、
う
ん
こ
が
の
っ
か
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
こ
れ
は
実
は
「
へ

び
」
で
す
。
お
く
ら
れ
た
西
暦
５
７
年
は
中
国
の
年
号
で
は
建
武
中
元
二
年
… 

こ
の
年
の
干
支
は
「
丁
巳
」
つ
ま
り
「
へ
び
年
」
だ
か

ら
な
ん
で
す
ね
。 

 

② 

雄
略
天
皇 

こ
の
人
は
、
ワ
カ
タ
ケ
ル
大
王
と
よ
ば
れ
て
い
る
人
で
す
。
大
王
は
「
だ
い
お
う
」
と
読
む
と
カ
ッ
コ
よ
さ
そ
う
で
す
が
、
こ
れ
は
「
お

お
き
み
」
と
読
み
ま
す
。
埼
玉
県
の
稲
荷
山
古
墳
か
ら
鉄
の
剣
が
発
見
さ
れ
て
、
そ
こ
に
名
前
が
き
ざ
ま
れ
て
い
ま
し
た
、
み
た
い
な
話

が
教
科
書
に
よ
っ
て
は
の
っ
て
い
ま
す
。
倭
王
の
「
武
」
と
同
一
人
物
ら
し
い
、
と
さ
れ
て
い
ま
す
。「
ワ
カ
タ
ケ
ル
」
も
卑
弥
呼
と
同
じ

よ
う
に
、
む
り
や
り
漢
字
を
あ
て
は
め
て
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

③ 

聖
徳
太
子 

最
近
は
実
在
が
あ
や
し
い
、
と
か
い
わ
れ
て
い
る
人
で
す
。
厩
戸
王
（
う
ま
や
ど
お
う
）
と
よ
ば
れ
て
い
る
人
。
さ
て
、
へ
ん
な
問
題



を
出
し
ま
す
。
十
七
条
憲
法
は
「
何
条
」
あ
り
ま
す
か
？
は
ぁ
？
？ 

そ
ん
な
ん
１
７
条
や
ん
っ 

と
、
み
な
さ
ん
に
怒
ら
れ
そ
う
で
す
。 

で
は
、
冠
位
十
二
階
の
冠
の
色
は
い
く
つ
色
が
あ
り
ま
す
か
？ 

と
、
き
か
れ
て
１
２
色
、
と
、
答
え
て
は
い
け
ま
せ
ん
よ
。
６
色
で

す
。
な
ん
か
濃
淡
で
色
を
区
別
し
た
っ
て
、
書
い
て
あ
る
も
の
も
見
た
の
で
す
が
、
え
？
！ 

じ
ゃ
白
は
ど
う
し
て
た
ん
？
？ 

と
、
な

る
の
で
濃
淡
で
の
判
別
で
は
な
い
で
す
よ
ね
。 

中
国
の
隋
に
使
い
を
お
く
り
ま
し
た
。「
隋
」
と
い
う
字
。「
随
」
に
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
よ
。「
こ
ざ
と
へ
ん
」
＋
「
左
」
＋
「
月
」
で

す
。
こ
の
字
は
も
と
も
と
「
肉
を
と
り
わ
け
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。
主
宰
者
（
し
ゅ
さ
い
し
ゃ
）
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
国
の
名

前
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
い
で
す
よ
ね
～ 

「
左
」
は
「
エ
」
と
い
う
台
の
上
の
も
の
を
「
手
」
で
と
る
、
と
い
う
意
味
と
前
に
説
明
し
た

で
し
ょ
う
？ 

「
月
」
は
「
に
く
づ
き
」
で
「
肉
」
を
し
め
し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
「
肉
を
と
り
わ
け
る
」
と
い
う
意
味
に
な
る
の
で
す
。 

と
こ
ろ
で
、
聖
徳
太
子
が
隋
に
使
い
を
お
く
っ
た
と
き
の
皇
帝
は
「
煬
帝
」
さ
ん
で
す
。「
よ
う
だ
い
」
と
読
み
ま
す
。
で
も
、
こ
の
人

の
名
前
、
ち
ょ
っ
と
へ
ん
な
の
で
す
。
初
代
は
「
文
帝
」
で
、
名
前
は
「
楊
堅
」（
よ
う
け
ん
）
さ
ん
。
楊
氏
の
は
ず
な
の
に
「
煬
帝
」
の

「
煬
」
は
「
火
」
で
す
よ
ね
…
じ
つ
は
、「
煬
帝
」
さ
ん
は
「
楊
広
」（
よ
う
こ
う
）
さ
ん
な
ん
で
す
が
、
あ
ま
り
に
ひ
ど
い
皇
帝
だ
っ
た

の
で
、
隋
が
ほ
ろ
び
た
後
、
名
前
を
か
え
ら
れ
た
の
で
す
。「
煬
」
に
は
「
民
を
し
い
た
げ
、
人
の
い
う
こ
と
き
か
ず
、
わ
る
い
こ
と
を
す

る
」
と
い
う
意
味
が
あ
っ
て
、
こ
ん
な
字
を
「
お
く
り
な
」
さ
れ
ち
ゃ
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
「
煬
帝
」
さ
ん
は
、
自
分
で
「
わ
た
し
は
煬

帝
で
す
」
と
は
絶
対
言
う
て
な
い
で
す
よ
。 

 

④ 

蘇
我
入
鹿 

⑤ 

中
臣
鎌
足 

「
そ
が
の
い
る
か
」
さ
ん
で
す
。
祖
父
は
聖
徳
太
子
と
と
も
に
政
治
を
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
蘇
我
馬
子
（
う
ま
こ
）。
父
は
蘇
我
蝦
夷

（
え
み
し
）
で
す
。
大
化
の
改
新
の
と
き
に
中
大
兄
皇
子
と
中
臣
鎌
足
に
た
お
さ
れ
ま
し
た
、
と
、
説
明
さ
れ
ま
す
。
蘇
我
の
「
蘇
」
は

「
く
さ
か
ん
む
り
」
＋
「
さ
か
な
」
＋
「
の
ぎ
」
で
す
。「
さ
か
な
」
や
「
の
ぎ
（
い
な
ほ
）」
の
入
っ
た
文
字
… 

ゆ
た
か
さ
を
し
め
し

た
字
で
す
よ
ね
。
こ
の
暗
殺
事
件
が
「
大
化
の
改
新
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
こ
の
事
件
を
き
っ
か
け
に
始
ま
っ
た
改
革
（
か
い
か
く
）

す
べ
て
が
「
大
化
の
改
新
」
で
す
。
こ
の
事
件
は
「
乙
巳
の
変
」（
い
っ
し
の
へ
ん
）
と
い
う
ち
ゃ
ん
と
し
た
名
前
が
あ
る
ん
で
す
よ
。「
巳
」

で
す
か
ら
６
４
５
年
は
「
へ
び
年
」
だ
っ
て
わ
か
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
も
う
、
み
ん
な
は
、「
中
大
兄
皇
子
と
中
臣
鎌
足
が
蘇
我
入
鹿
を
た

お
し
ま
し
た
、
こ
れ
を
大
化
の
改
新
と
い
う
」
と
か
言
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
よ
。「
乙
巳
の
変
で
、
蘇
我
入
鹿
が
た
お
さ
れ
、
中
大
兄
皇
子

と
中
臣
鎌
足
が
大
化
の
改
新
を
は
じ
め
ま
し
た
」
と
言
え
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
～
中
臣
鎌
足
の
「
鎌
」
は
「
金
」
＋
「
兼
」
で
す
。「
兼
」

と
い
う
字
は
一
度
、
大
き
な
字
で
書
い
て
正
し
い
か
ど
う
か
確
認
し
て
お
い
て
ね
。
よ
く
書
き
間
違
い
が
あ
る
字
で
す
か
ら
。 

 

⑥ 

天
智
天
皇 

中
大
兄
皇
子
の
こ
と
で
す
。「
な
か
の
お
お
え
の
お
う
じ
」
も
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
読
み
方
で
す
よ
ね
。
ほ
ん
と
は
中
皇
子
な
ん
で
す

よ
。「
お
お
え
」
っ
て
い
う
の
は
、
つ
ぎ
に
天
皇
に
な
る
人
、
皇
太
子
の
こ
と
で
す
。
あ
、
皇
族
（
こ
う
ぞ
く
）
の
、
そ
の
一
家
の
後
と
り

の
場
合
も
「
お
お
え
」
が
つ
い
た
み
た
い
で
す
。
乙
巳
の
変
の
天
皇
、
皇
極
（
こ
う
ぎ
ょ
く
）
天
皇
は
中
大
兄
皇
子
の
お
母
さ
ん
で
す
。

で
、
中
大
兄
皇
子
は
、
孝
徳
天
皇
を
立
て
て
、
自
分
は
皇
太
子
と
な
り
ま
す
。
お
母
さ
ん
は
引
退
… 

で
も
、
孝
徳
天
皇
を
し
り
ぞ
け
た

あ
と
、
も
う
一
度
お
母
さ
ん
に
天
皇
に
な
っ
て
も
ら
っ
て
、
こ
れ
が
斉
明
（
さ
い
め
い
）
天
皇
で
す
。
な
か
な
か
中
大
兄
皇
子
は
天
皇
に

な
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
朝
鮮
へ
兵
を
出
し
て
戦
い
で
負
け
、
そ
の
後
、
よ
う
や
く
天
皇
に
な
り
ま
す
。
こ
の
戦
い
は
「
白
村
江
の
戦
い
」

と
い
い
ま
す
。
読
み
方
は
「
は
く
す
き
の
え
」
で
す
が
、
今
で
は
「
は
く
そ
ん
こ
う
」
と
読
ん
で
も
よ
い
み
た
い
で
す
ね
～ 

有
名
な
戦

い
な
の
に
、
戦
っ
た
場
所
が
、
は
っ
き
り
と
確
定
で
き
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
天
智
天
皇
の
「
天
智
」
で
す
が
、「
て
ん
ち
」
で
は
な
く
「
て

ん
じ
」
と
読
む
の
が
正
し
い
の
で
す
。「
知
」
＋
「
日
」
で
す
よ
～ 

「
目
」
と
書
い
て
し
ま
う
人
が
時
々
い
ま
す
。
注
意
し
て
ね
。 

都
は
滋
賀
県
の
大
津
に
う
つ
さ
れ
ま
し
た
。
園
城
寺
、
と
い
う
お
寺
が
あ
り
ま
す
。
ふ
つ
う
は
「
三
井
寺
」
と
い
う
の
で
す
が
、
天
智

天
皇
・
天
武
天
皇
・
持
統
天
皇
の
三
人
が
産
湯
を
つ
か
っ
た
井
戸
が
あ
る
か
ら
「
三
井
寺
」
と
な
っ
た
、
と
い
う
話
を
き
い
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。 

さ
て
、
天
智
天
皇
の
弟
が
大
海
人
皇
子
。「
だ
い
か
い
じ
ん
お
う
じ
」
と
読
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
。「
お
お
あ
ま
の
み
こ
」
で
す
。
天
智

天
皇
の
死
後
、
天
智
天
皇
の
子
の
大
友
皇
子
と
あ
ら
そ
い
、
勝
利
し
て
、
天
武
天
皇
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
戦
い
が
「
壬
申
の
乱
」。
壬
申

で
す
か
ら
、「
さ
る
年
」。
６
７
２
年
は
「
申
年
」
な
ん
で
す
よ
ね
。 

血
縁
関
係
が
や
や
こ
し
い
の
で
す
が
、
天
智
天
皇
の
娘
、
う
の
の
さ
ら
ら
の
ひ
め
み
こ
は
天
武
天
皇
の
お
后
（
き
さ
き
）
さ
ま
に
な
り

ま
す
。
お
じ
さ
ん
と
結
婚
し
た
こ
と
に
な
る
ん
で
す
。
そ
し
て
、
草
壁
（
く
さ
か
べ
）
皇
子
が
生
ま
れ
る
…
さ
ら
に
、
そ
の
草
壁
皇
子
の

妻
が
、
う
の
の
さ
ら
ら
の
ひ
め
み
こ
の
妹
の
あ
へ
の
ひ
め
み
こ
… 

え
… 

も
う
何
が
な
ん
だ
か
わ
か
ら
な
い
… 

み
な
さ
ん
、
図
を
書

い
て
み
て
く
だ
さ
い
ね
… 

草
壁
皇
子
の
子
が
軽
皇
子
（
か
る
の
み
こ
）
で
す
。
と
こ
ろ
が
草
壁
皇
子
が
早
く
に
死
ん
で
し
ま
っ
て
、
ど
う
し
よ
う
… 

天
武
天
皇

の
息
子
の
一
人
、
高
市
皇
子
（
た
け
ち
の
み
こ
）
の
子
、
長
屋
王
さ
ま
が
い
る
じ
ゃ
ん
～ 

と
、
な
っ
た
の
で
す
が
、
い
や
、
軽
皇
子
が

大
き
く
な
る
ま
で
わ
た
し
が
す
る
っ
！ 

と
、
天
皇
に
な
っ
た
の
が
、
う
の
の
さ
ら
ら
の
ひ
め
み
こ
、
持
統
天
皇
で
す
。
そ
り
ゃ
天
智
天

皇
の
娘
さ
ま
で
す
か
ら
天
皇
な
れ
ま
す
よ
ね
。
で
、
そ
の
後
、
軽
皇
子
が
文
武
天
皇
と
な
る
わ
け
で
す
。
文
武
天
皇
は
藤
原
氏
の
娘
と
結

婚
し
て
、
首
（
お
び
と
）
皇
子
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
文
武
天
皇
の
つ
ぎ
に
天
皇
に
な
っ
た
の
は
、
お
母
さ
ん
の
、
あ
へ
の
ひ



め
み
こ
… 

こ
れ
が
元
明
天
皇
で
す
。
孫
の
首
皇
子
が
大
き
く
な
る
ま
で
わ
た
し
が
す
る
っ 

と
、
い
う
わ
け
で
す
。
こ
の
人
の
と
き
都

が
平
城
京
に
う
つ
さ
れ
る
わ
け
で
す
よ
ね
～ 

７
１
０
年
の
こ
と
で
す
。
そ
の
つ
ぎ
の
天
皇
は
、
文
武
天
皇
の
妹
… 

こ
れ
が
元
正
天
皇

… 
女
性
の
天
皇
が
連
続
し
ま
す
… 

な
ん
か
ち
ょ
っ
と
異
様
な
感
じ
が
し
ま
せ
ん
か
？ 

ど
う
も
だ
れ
か
に
天
皇
の
位
を
ゆ
ず
ら
な
い

っ 

と
い
う
執
念
を
感
じ
ま
せ
ん
か
？
そ
う
な
ん
で
す
。
系
図
を
書
い
た
人
は
気
づ
く
と
思
う
の
で
す
が
、
高
市
皇
子
の
子
、
長
屋
王
が

天
皇
に
な
ら
な
い
よ
う
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
持
統
天
皇
・
元
明
天
皇
・
元
正
天
皇
と
女
性
た
ち
が
、
皇
子
が
大
き
く
な
る
ま
で
天
皇
し

て
い
る
ん
で
す
…
壬
申
の
乱
に
勝
っ
た
の
は
天
武
天
皇
の
は
ず
な
の
に
、
い
つ
の
ま
に
か
天
智
天
皇
の
側
ば
か
り
が
天
皇
に
な
っ
て
い
る

… 

形
を
か
え
た
女
た
ち
の
戦
い
で
す
よ
ね
。 

で
、
首
皇
子
が
天
皇
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
聖
武
天
皇
で
す
。
そ
し
て
、
と
う
と
う
じ

ゃ
ま
も
の
の
長
屋
王
は
、
こ
ろ
さ
れ
る
… 

と
い
う
わ
け
で
す
。
ち
ょ
っ
と
こ
わ
い
奈
良
時
代
の
裏
話
で
し
た
。 

(

編
者
注
：
女
性
天
皇
が
続
い
た
の
に
は
諸
説
が
あ
る
よ
う
で
す
。) 

 

⑦ 

鑑
真 

「
が
ん
じ
ん
」
は
、
唐
か
ら
日
本
に
戒
律
（
か
い
り
つ
）
を
伝
え
る
た
め
に
や
っ
て
き
て
く
だ
さ
っ
た
え
ら
～
い
お
ぼ
う
さ
ま
で
す
。

同
じ
と
き
に
阿
倍
仲
麻
呂
と
吉
備
真
備
（
き
び
の
ま
き
び
）
が
帰
国
し
よ
う
と
し
ま
す
が
遭
難
（
そ
う
な
ん
）
し
て
し
ま
い
ま
す
。
吉
備

真
備
は
な
ん
と
か
帰
国
で
き
ま
し
た
が
、
阿
倍
仲
麻
呂
は
帰
国
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
、
鑑
真
の
建
て
た
お
寺
が
奈
良
に
あ
る
「
唐
招

提
寺
（
と
う
し
ょ
う
だ
い
じ
）」
で
す
。
こ
れ
も
漢
字
で
書
け
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
よ
。 

 

⑧ 

行
基 

「
ぎ
ょ
う
き
」
は
渡
来
人
の
子
孫
と
も
い
わ
れ
て
い
る
人
で
す
。
農
民
の
た
め
に
仏
教
を
ひ
ろ
げ
な
が
ら
、
堤
防
（
て
い
ぼ
う
）
つ
く

っ
た
り
た
め
池
つ
く
っ
た
り
し
て
、
各
地
を
ま
わ
り
ま
し
た
。
さ
い
し
ょ
は
弾
圧
（
だ
ん
あ
つ
）
さ
れ
ま
し
た
が
、
農
民
た
ち
に
人
気
が

あ
っ
た
の
で
、
大
仏
つ
く
り
に
協
力
さ
せ
る
た
め
、
大
僧
正
の
位
を
も
ら
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

 

⑨ 

阿
倍
仲
麻
呂 

「
あ
べ
の
な
か
ま
ろ
」
は
歴
史
で
は
、
こ
う
表
記
し
て
く
だ
さ
い
。
で
も
、
じ
っ
さ
い
は
「
安
」
で
も
よ
い
み
た
い
で
、
国
語
の
資
料

集
な
ど
で
は
「
安
」
で
書
い
て
あ
る
の
も
あ
り
ま
す
。
た
い
へ
ん
有
能
な
人
で
、
当
時
の
唐
の
皇
帝
が
帰
国
を
ゆ
る
さ
な
か
っ
た
ほ
ど
の

人
物
ら
し
い
で
す
。 

 

⑩ 

山
上
憶
良 

「
や
ま
の
う
え
の
お
く
ら
」
と
読
み
ま
す
。
教
科
書
に
、
ま
ず
し
い
農
民
の
た
め
を
お
も
っ
て
歌
を
よ
ん
だ
、
と
さ
れ
て
い
ま
す
。「
万

葉
集
」
に
「
貧
窮
問
答
歌
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
人
の
歌
で
す
よ
。「
ひ
ん
き
ゅ
う
も
ん
ど
う
か
」
と
読
み
ま
す
。「
貧
窮
」

が
む
ず
か
し
い
で
す
よ
ね
。「
貧
」
と
い
う
字
は
「
分
」
と
「
貝
」
で
す
。「
窮
」
は
「
穴
」（
あ
な
か
ん
む
り
）
に
「
身
」
＋
「
弓
」。 

「
弓
」
が
「
き
ゅ
う
」
と
音
を
示
し
て
い
ま
す
。 

 

奈
良
時
代
の
農
民
は
、
い
っ
ぱ
い
負
担
（
ふ
た
ん
）
が
あ
り
ま
し
た
。
租
庸
調
（
そ
・
よ
う
・
ち
ょ
う
）
と
い
う
税
が
あ
っ
た
の
は
聞

い
た
こ
と
が
な
い
で
す
か
？ 

６
歳
に
な
っ
た
ら
口
分
田
が
あ
た
え
ら
れ
て
、
税
を
お
さ
め
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
口
分
田
は
「
く
ぶ
ん
で

ん
」
と
読
み
ま
す
。「
租
」
は
「
収
か
く
の
３
％
」
を
地
方
の
役
所
に
お
さ
め
ま
し
た
。
て
、
ゆ
ー
か
、
里
長
（
さ
と
お
さ
）
が
取
り
立
て

に
き
ま
す
。「
庸
」
は
都
で
は
た
ら
か
さ
れ
る
か
、
そ
の
か
わ
り
に
布
を
お
さ
め
る
も
の
。「
調
」
は
地
方
の
特
産
物
で
す
。
こ
れ
ら
は
男

子
だ
け
に
課
（
か
）
せ
ら
れ
、
し
か
も
自
分
で
持
っ
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
… 

塩
や
絹
な
ど
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。 

し
ろ
く
ま
が
学
生
時
代
、
友
人
の
史
学
科
の
ヤ
ツ
が
木
簡
（
も
っ
か
ん
）
を
整
理
し
て
い
た
の
を
手
伝
わ
さ
れ
た
と
き
が
あ
り
ま
す
。

な
か
な
か
お
も
し
ろ
か
っ
た
で
す
よ
～ 

い
ろ
い
ろ
都
に
運
ば
れ
て
い
ま
し
た
。「
く
が
ね
」「
し
ろ
が
ね
」「
あ
か
が
ね
」「
く
ろ
が
ね
」

っ
て
何
か
わ
か
り
ま
す
か
？ 

「
金
」「
銀
」「
銅
」「
鉄
」
を
、
む
か
し
は
こ
う
よ
び
ま
し
た
。
さ
て
、「
臭
水
」
っ
て
何
か
わ
か
り
ま
す

か
？ 

「
く
そ
う
み
ず
」
も
特
産
物
と
し
て
都
に
と
ど
け
ら
れ
ま
し
た
。
え
？
？ 

「
く
さ
い
み
ず
」
？ 

そ
ん
な
も
ん
い
ら
ん
っ 

と
、

な
り
そ
う
で
す
が
、
こ
れ
は
「
石
油
」
で
す
。「
も
ゆ
る
水
」「
燃
水
」
と
も
い
い
ま
し
た
。 

さ
て
、「
防
人
」
と
い
う
負
た
ん
も
あ
り
ま
し
た
。
九
州
の
警
備
の
た
め
に
農
民
が
三
年
間
北
九
州
に
お
く
ら
れ
た
の
で
す
。「
ぼ
う
じ

ん
と
、
読
む
な
っ
！ 

さ
き
も
り
、
と
読
め
！
」
と
、
塾
の
先
生
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？ 

で
も
、
へ
ん
な
の
で
す
よ
ね
、「
租

庸
調
」
は
「
そ
・
よ
う
・
ち
ょ
う
」
と
音
読
み
す
る
の
に
… 

だ
っ
た
ら
塾
の
先
生
に
「
租
庸
調
」
も
、
訓
読
み
し
て
く
だ
さ
い
っ
て
、

言
い
返
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。（
し
ろ
く
ま
め
、
余
計
な
こ
と
を
言
い
や
が
っ
て
、
と
怒
ら
れ
そ
う
で
す
ね
）
え
？
？
？ 

「
租
庸
調
」
っ

て
、
ほ
か
に
読
み
方
あ
る
の
？
あ
た
り
ま
え
で
す
。
当
時
の
人
は
、「
そ
よ
う
ち
ょ
う
」
と
言
う
て
ま
せ
ん
よ
。「
租
」
は
「
た
ち
か
ら
」、

「
庸
」
は
「
ち
か
ら
し
ろ
」、「
調
」
は
「
み
つ
き
」
で
す
。「
租
」
は
田
＋
力
、
田
に
は
た
ら
き
か
け
て
つ
く
る
も
の
で
「
た
ち
か
ら
」
で

す
。「
庸
」
は
、
は
た
か
ら
く
代
わ
り
に
布
を
出
す
… 

代
は
「
し
ろ
」
と
も
読
み
ま
す
よ
ね
。「
は
た
ら
く
か
わ
り
」
だ
か
ら
「
ち
か
ら

し
ろ
」。「
調
」
は
特
産
物
。
各
地
の
「
貢
物
（
み
つ
ぎ
も
の
）」
で
「
み
つ
き
」
で
す
。「
防
人
」
を
「
さ
き
も
り
」
っ
て
、
読
む
な
ら
、

ち
ゅ
ー
と
は
ん
ぱ
は
い
け
ま
せ
ん
。
ほ
か
の
読
み
方
も
知
っ
て
お
く
と
カ
ッ
コ
よ
い
か
も
ね
。
あ
、「
雑
徭
」（
ぞ
う
よ
う
）
っ
て
い
う
の



も
習
い
ま
し
た
か
？ 

こ
れ
は
「
く
さ
ぐ
さ
の
み
ゆ
き
」
と
読
む
の
で
す
… 

む
ず
か
し
ぃ
～ 

 
さ
て
、「
万
葉
集
」
は
「
ひ
ら
が
な
」
で
は
書
い
て
い
ま
せ
ん
。
だ
っ
て
ひ
ら
が
な
は
平
安
時
代
の
発
明
で
す
か
ら
、
奈
良
時
代
に
は
あ

り
ま
せ
ん
～ 
す
べ
て
漢
字
で
す
。
音
だ
け
あ
て
は
め
て
書
か
れ
て
い
る
か
ら
読
み
に
く
い
読
み
に
く
い
～ 

東
野
炎
立
所
見
而 

返
見
為
月
西
渡 

え
？
？
？ 

な
ん
だ
こ
り
ゃ
？
？
？ 

「
ひ
ん
が
し
の 
の
に
か
ぎ
ろ
い
の
た
つ
み
え
て 

か
え
り
み
す
れ
ば 

つ
き
か
た
ぶ
き
ぬ
」 

と
、
読
む
ん
で
す
っ
て
… 
よ
く
読
め
た
よ
ね
…
。 



ち
ょ
っ
と
休
憩 

四 
平
安
時
代
以
降
の
歴
史
上
の
人
物
・
語
句
な
ど
の
書
き
取
り
、
読
み
の
話
を
つ
づ
け
て
い
き
ま
す
ね
～ 

① 
( 

 
)

武
天
皇
（
平
安
京
へ
都
を
う
つ
す
） 

② 
( 

 
)

原
道
真
（
遣
唐
使
の
廃
止
） 

③ 

藤
原
道
長
・
藤
原
頼( 

)

の
父
子 

④ 
( 

 
)

式
部
（『
源
氏
物
語
』
の
作
者
） 

⑤ 

清( 
 

)

言
（『
枕
草
子
』
の
作
者
） 

ど
う
で
し
ょ
う
。
み
な
さ
ん
、
ち
ゃ
ん
と
漢
字
で
書
け
ま
し
た
か
？ 

 

① 

「
か
ん
む
」
天
皇
は
平
安
京
に
都
を
う
つ
し
た
、
と
、
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
前
に
も
都
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
平
城
京
か
ら
長
岡

京
へ
、
そ
し
て
平
安
京
へ
。
長
岡
京
か
ら
平
安
京
へ
都
を
う
つ
し
た
い
き
さ
つ
は
、
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、「
怨
霊
（
お
ん
り
ょ
う
）」

の
祟
（
た
た
）
り
か
ら
の
が
れ
る
、
と
い
う
話
も
有
名
で
す
。
桓
武
天
皇
の
弟
が
、
天
皇
を
し
り
ぞ
け
て
自
分
が
天
皇
と
な
ろ
う
と
し
て

い
る
、
と
い
う
罪
を
き
せ
ら
れ
て
淡
路
島
に
流
さ
れ
る
… 
で
、
怨
霊
と
な
っ
て
祟
り
を
な
す
よ
う
に
な
っ
て
、
都
に
伝
染
病
（
で
ん
せ

ん
び
ょ
う
）
や
洪
水
（
こ
う
ず
い
）
が
お
こ
っ
た
か
ら
、
怨
霊
を
し
ず
め
て
都
を
か
え
ま
し
た
っ
と
い
う
も
の
で
す
。
長
岡
京
の
発
掘
調

査
で
も
、
怨
霊
封
じ
の
お
札
が
出
て
き
た
り
し
て
、
話
題
と
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
平
安
時
代
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
話
や
物
語
の

中
で
よ
く
怨
霊
が
出
て
き
ま
す
。
と
く
に
こ
の
「
早
良
（
さ
わ
ら
）
親
王
」「
菅
原
道
真
」「
平
将
門
（
た
い
ら
の
ま
さ
か
ど
）」
さ
ん
た
ち

は
、
ビ
ッ
グ
３
と
し
て
平
安
時
代
の
人
た
ち
は
と
く
に
お
そ
れ
た
よ
う
で
す
。 

最
近
で
は
、
長
岡
京
か
ら
平
安
京
へ
都
を
う
つ
し
た
理
由
の
一
つ
に
、
環
境
問
題
と
結
び
つ
け
た
研
究
も
あ
っ
て
お
も
し
ろ
い
で
す
。

都
の
建
設
の
た
め
に
山
林
伐
採
（
ば
っ
さ
い
）
を
し
す
ぎ
て
洪
水
が
発
生
し
た
、
と
い
う
話
で
す
。 

「
桓
武
天
皇
」
の
「
桓
」。
ほ
と
ん
ど
、
み
な
さ
ん
は
こ
の
天
皇
の
と
き
以
外
に
使
う
機
会
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
ね
～ 

だ
か
ら
お
ぼ
え
や

す
い
と
い
う
べ
き
か
、
ま
ち
が
い
や
す
い
と
い
う
べ
き
か
… 

「
木
」
き
へ
ん
で
す
。
理
科
で
「
恒
星
」（
こ
う
せ
い
）
と
か
習
い
ま
せ
ん

で
し
た
か
？ 

あ
れ
は
「
小
」（
り
っ
し
ん
べ
ん
）
で
す
。「
亘
」
は
「
ゆ
き
わ
た
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。
人
の
お
名
前
に
も
「
亘
」
と

書
い
て
「
わ
た
る
」
さ
ん
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
り
っ
し
ん
べ
ん
は
「
心
」
で
す
か
ら
、「
恒
」
は
「
い
つ
ま
で
も
か
わ
ら
な
い
心
」
と
い
う

意
味
が
あ
り
ま
す
。
な
の
で
「
恒
常
」
や
「
恒
例
」
な
ど
の
字
に
つ
か
い
ま
す
。「
恒
星
」
も
「
い
つ
ま
で
も
動
か
な
い
星
」
と
い
う
意
味

で
つ
か
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。 

「
桓
」
で
す
が
、「
木
」
が
「
亘
」
で
す
か
ら
、
木
が
な
ら
べ
ら
れ
ま
し
た
、
と
い
う
意
味
で
す
。
実
際
、「
桓
」
は
宿
場
の
周
囲
に
め

ぐ
ら
さ
れ
た
木
を
意
味
し
た
も
の
で
す
。
ま
た
、
穴
が
く
ず
れ
な
い
よ
う
に
、
四
す
み
に
立
て
た
木
も
「
桓
」
で
し
た
。
さ
さ
え
る
、
ま

も
る
の
意
味
も
後
年
に
出
て
き
ま
す
。
そ
し
て
「
桓
桓
」
と
二
つ
な
ら
べ
る
と
音
声
と
し
て
は
「
ク
ァ
ン
ク
ァ
ン
」
と
か
た
く
強
い
ひ
び

き
と
な
る
… 

中
国
の
ふ
る
～
～
い
書
『
詩
経
』
と
い
う
本
の
中
で
「
桓
桓
（
か
ん
か
ん
）
た
る
武
王
」
と
い
う
表
現
が
あ
り
、
桓
武
天

皇
に
「
お
く
り
な
」
す
る
と
き
に
こ
こ
か
ら
引
用
し
た
の
で
は
、
と
い
う
話
も
あ
る
ほ
ど
。「
桓
桓
」
は
「
つ
よ
く
い
さ
ま
し
い
」
と
い
う

意
味
。「
桓
武
天
皇
」
っ
て
、
戦
い
し
た
っ
け
？ 

と
思
う
人
も
い
る
か
も
で
す
が
、
聞
い
た
こ
と
あ
り
ま
せ
ん
か
？ 

坂
上
田
村
麻
呂
（
さ

か
の
う
え
の
た
む
ら
ま
ろ
）
を
征
夷
大
将
軍
と
し
て
東
北
地
方
の
蝦
夷
（
え
ぞ
）
を
や
っ
つ
さ
せ
に
行
か
せ
ま
し
た
っ
て
い
う
の
を
。
じ

っ
さ
い
当
時
は
「
都
つ
く
り
」「
戦
争
」
が
二
大
イ
ベ
ン
ト
で
、
家
来
の
一
人
に
、「
も
う
や
め
ま
し
ょ
う
よ
～
」
と
い
さ
め
ら
れ
る
ま
で

桓
武
天
皇
は
こ
の
二
つ
に
力
を
入
れ
ま
し
た
。 

 

② 

菅
原
道
真 

こ
れ
は
「
菅
」
を
「
管
」
に
し
ち
ゃ
う
人
、
け
っ
こ
う
い
る
ん
で
す
よ
ね
～ 

「
た
け
か
ん
む
り
」
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
、「
く
さ
か
ん
む

り
」
で
す
。
８
９
４
年
に
遣
唐
使
の
廃
止
を
進
言
し
ま
し
た
。「
遣
唐
使
」
の
「
遣
」
も
よ
く
ま
ち
が
え
る
人
が
い
ま
す
よ
ね
。「
遺
」
と

か
に
し
て
ま
ち
が
っ
た
人
は
い
ま
せ
ん
か
？ 

当
時
の
貴
族
は
、
自
分
の
娘
を
天
皇
と
結
婚
（
け
っ
こ
ん
）
さ
せ
て
、
生
ま
れ
た
子
を
天

皇
に
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
勢
力
を
伸
ば
そ
う
と
し
ま
し
た
。
藤
原
氏
が
有
名
で
す
が
、
菅
原
道
真
も
そ
う
し
て
い
ま
し
た
。
娘

む
こ
の
王
子
を
天
皇
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
、
さ
れ
て
中
央
政
界
か
ら
大
宰
府
（
だ
ざ
い
ふ
）
に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
う
… 

死
後
、

怨
霊
と
な
っ
て
藤
原
氏
に
た
た
り
ま
し
た
ぁ
～ 

と
い
う
話
は
有
名
で
、
前
に
も
ち
ょ
っ
ぴ
り
そ
の
話
を
し
ま
し
た
。
あ
、「
大
」
宰
府
は

む
か
し
の
書
き
方
で
す
。
現
在
は
「
太
」
宰
府
で
す
。
歴
史
で
は
「
大
宰
府
」
と
書
い
た
ほ
う
が
よ
い
よ
。 

 

③ 

藤
原
道
長
・
藤
原
頼
通 

こ
れ
も
「
み
ち
な
が
」
は
「
道
」、「
よ
り
み
ち
」
は
「
通
」
だ
よ
！ 

と
、
習
っ
た
こ
と
は
あ
る
で
し
ょ
う
。「
通
」
は
、
ふ
つ
う
は
「
み

ち
」
と
は
読
ま
な
い
も
の
で
す
。「
ゆ
き
わ
た
る
」「
つ
ら
ぬ
く
」
な
ど
の
意
味
で
す
。「
普
通
」
は
「
あ
ま
ね
く
ゆ
き
わ
た
る
」
か
ら
「
ど

こ
に
で
も
あ
る
」
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
訓
読
み
は
「
通
る
」
と
「
通
う
」。「
と
お
・
る
」「
か
よ
・
う
」
で
す
よ
ね
。「
み
ち
」
は



「
み
ち
」
で
も
「
通
」（
ト
ウ
）
は
「
ま
っ
す
ぐ
に
つ
き
ぬ
け
た
」
も
の
で
す
。「
道
」
は
、
人
が
と
お
っ
て
道
に
な
り
ま
し
た
、
み
た
い

な
感
じ
で
す
が
、「
通
」
は
、
ま
っ
す
ぐ
人
工
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
つ
よ
い
「
み
ち
」
で
す
。
頼
通
が
宇
治
に
建
て
た
「
平
等
院
鳳
凰
堂
」
の

「
鳳
凰
」
も
、「
か
ぜ
か
ん
む
り
」
の
中
に
「
鳥
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。「
鳳
」
の
中
は
「
一
」
＋
「
鳥
」。
で
、「
凰
」
は
「
一
」
は
あ

り
ま
せ
ん
。「
皇
」
を
書
き
ま
す
。 

 

む
か
し
、
友
人
の
社
会
科
の
講
師
に
へ
ん
な
質
問
さ
れ
ま
し
た
。 

「
あ
の
さ
、
関
白
っ
て
、
な
ん
で
関
白
や
ね
ん
？
」 

「
え
…
」 

「
い
や
、
生
徒
に
質
問
さ
れ
て
さ
、
関
白
っ
て
、
ど
う
い
う
意
味
よ
」 

な
る
ほ
ど
な
る
ほ
ど
、
子
ど
も
の
素
朴
（
そ
ぼ
く
）
な
質
問
は
、
と
き
ど
き
困
る
と
き
が
あ
り
ま
す
。 

「
白
」
っ
て
み
な
さ
ん
、「
色
」
だ
け
を
意
味
す
る
字
で
は
無
い
の
を
知
っ
て
い
ま
し
た
か
？ 

「
白
」
は
親
指
の
ツ
メ
を
あ
ら
わ
し
て

い
る
、
あ
る
い
は
、
月
が
光
か
が
や
い
て
い
る
、
と
い
う
図
だ
、
と
、
い
ろ
い
ろ
い
わ
れ
る
も
の
で
す
。
ど
ん
ぐ
り
の
皮
と
っ
た
色
か
ら

き
て
い
る
、
だ
か
ら
象
形
文
字
だ
、
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
白
は
金
の
か
が
や
き
の
部
分
と
も
さ
れ
る
の
で
、「
金
」
も
あ
ら
わ
す
場
合

が
あ
る
の
で
す
。「
木
＝
青
、
火
＝
赤
、
土
＝
黄
、
金
＝
白
、
水
＝
黒
」
と
中
国
で
は
あ
て
は
め
ま
し
た
。
土
が
黄
色
い
の
は
「
黄
土
」
か

ら
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
木
が
「
青
々
と
」
し
げ
る
、
と
い
い
ま
す
し
、
な
ん
と
、
水
は
「
黒
々
と
」
と
表
現
す
る
場
合
が

あ
る
の
を
知
っ
て
い
ま
し
た
か
？
「
あ
き
ら
か
に
す
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
「
あ
か
す
」「
つ
げ
る
」
の
意
味
が
出
て
、「
は
な
す
」
に
も

な
り
ま
し
た
。「
告
白
」「
白
状
」「
科
白
（
せ
り
ふ
）」
な
ど
に
「
白
」
が
入
る
の
は
こ
の
た
め
で
す
。 

「
白
す
」
で
「
も
う
す
」
と
読
み
ま
す
。「
関
」
は
「
か
か
わ
り
」
だ
け
で
は
な
く
、「
関
」
は
「
あ
ず
か
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま

す
。 「

天
子
の
政
務
に
あ
ず
か
り
も
う
す
」
つ
ま
り
「
関
り
白
す
」
者
。
政
務
の
前
に
意
見
を
も
う
し
の
べ
さ
せ
る
者
、
と
い
う
こ
と
で
、

藤
原
基
経
が
天
皇
か
ら
そ
う
呼
ば
れ
た
こ
と
か
ら
、
の
ち
に
「
関
白
」
が
正
式
の
役
職
に
な
っ
た
の
で
す
。 

摂
政
と
関
白
に
よ
る
政
治
で
「
摂
関
政
治
」
と
い
う
わ
け
で
す
。
正
確
に
は
道
長
さ
ん
は
「
関
白
」
を
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
頼
通
さ
ん

は
５
０
年
ほ
ど
摂
政
・
関
白
を
や
っ
て
お
ら
れ
た
は
ず
… 

な
が
～
く
権
力
の
座
に
お
ら
れ
た
の
で
す
ね
～ 

 

④ 

紫
式
部 

⑤ 

清
少
納
言 

こ
の
二
人
は
平
安
時
代
の
女
性
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
家
の
お
二
人
で
す
。
み
な
さ
ん
も
よ
く
し
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
？ 

む
か
し
の
日

本
の
こ
と
ば
で
書
か
れ
て
あ
る
の
で
、
小
学
生
が
よ
む
の
は
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
よ
ね
。 

さ
て
、
紫
式
部
の
代
表
作
は
『
源
氏
物
語
』
で
す
。 

あ
、
武
士
の
源
氏
の
話
で
は
な
い
よ
。
ち
ゅ
う
い
し
て
ね
。『
平
家
物
語
』
の
ほ
う
は
武
士
の
平
氏
の
話
だ
け
れ
ど
、『
源
氏
物
語
』
は

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
、
つ
ま
り
、
つ
く
り
話
。
つ
く
り
話
と
い
っ
て
も
、
ま
る
で
ほ
ん
と
う
の
、
当
時
の
貴
族
の
身
近
な
と
こ
ろ
で
「
お
こ
り

そ
う
な
」「
あ
り
そ
う
な
」
話
で
し
た
。
い
ま
で
い
え
ば
、
人
気
の
お
昼
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
み
た
い
で
、
視
聴
率
（
し
ち
ょ
う
り
つ
）
が
５

０
％
こ
え
ま
し
た
っ 

み
た
い
な
、
た
い
へ
ん
よ
く
読
ま
れ
た
作
品
で
す
。 

「
紫
」
と
い
う
字
を
「
柴
」、
つ
ま
り
「
糸
」
を
「
木
」
に
ま
ち
が
う
人
が
多
い
み
た
い
だ
ね
～ 

し
ろ
く
ま
が
塾
の
先
生
し
て
い
た
と

き
、
生
徒
が
よ
く
ま
ち
が
え
る
も
ん
だ
か
ら
、
と
も
だ
ち
の
社
会
の
先
生
に
お
こ
ら
れ
ま
し
た
。 

「
ち
ゃ
ん
と
国
語
で
教
え
て
お
い
て
や
っ
！
」 

「
い
や
い
や
、
紫
と
か
柴
と
か
、
漢
字
の
書
き
取
り
で
は
出
な
い
ん
よ
…
」 

「
漢
字
に
は
ち
が
い
な
い
や
ろ
っ 

国
語
で
も
ち
ゃ
ん
と
言
え
っ
」 

「
あ
、
は
い
… 

す
い
ま
せ
ん
」
と
、
し
ろ
く
ま
は
、
あ
っ
さ
り
ひ
き
さ
が
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

「
糸
」
と
「
木
」
で
は
な
い
け
れ
ど
、
成
績
の
成
「
績
」
を
「
の
ぎ
へ
ん
」
つ
ま
り
「
積
」
に
し
て
し
ま
う
人
、
い
ま
す
よ
ね
～ 

部

首
の
ま
ち
が
い
は
、
書
き
取
り
の
ま
ち
が
い
で
は
よ
く
し
て
し
ま
う
も
の
で
す
。 

で
も
、
じ
っ
さ
い
に
社
会
の
先
生
が
小
テ
ス
ト
を
採
点
し
て
い
る
の
を
み
て
た
ら
、
先
生
も
ま
ち
が
い
を
見
落
と
し
ち
ゃ
っ
て
る
と
き

が
あ
る
の
で
「
あ
、
そ
れ
、
ち
が
う
よ
」
と
横
か
ら
言
う
と
き
も
よ
く
あ
り
ま
し
た
。 

 

「
紫
式
部
」
の
「
紫
」
の
「
糸
」
の
上
の
部
分
を
「
比
」
に
し
て
い
る
子
も
け
っ
こ
う
い
ま
し
た
。「
此
」
＋
「
糸
」
で
す
か
ら
注
意

し
て
ね
～ 

 

「
清
少
納
言
」
は
「
清
原
」
と
い
う
名
前
の
貴
族
の
む
す
め
さ
ん
で
す
。 

あ
、「
清
少
・
納
言
」
じ
ゃ
な
い
よ
、「
清
・
少
納
言
」
だ
か
ら
ね
。 

「
少
」
と
い
う
字
は
「
小
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
少
納
言
」
は
「
し
ょ
う
な
ご
ん
」、「
納
」
は
「
ノ
ウ
」「
お
さ
め
る
」
と
読
み
ま
す

が
「
納
屋
」
と
な
っ
た
ら
「
ナ
ヤ
」
と
読
み
ま
す
よ
ね
。「
納
」
は
「
ナ
」
と
も
な
り
ま
す
。「
納
豆
」
な
ん
か
も
「
ナ
ッ
ト
ウ
」
で
す
。 

 

清
少
納
言
の
作
品
は
『
枕
草
子
』
で
す
。 

こ
れ
ま
た
、
友
人
の
社
会
の
先
生
に
質
問
さ
れ
ま
し
た
。 



「
あ
の
さ
、
枕
草
子
の
『
枕
』
っ
て
、
な
ん
で
『
枕
』
な
ん
よ
」 

「
え
…
」 

「
生
徒
に
き
か
れ
て
さ
、
草
子
っ
て
の
は
、
わ
か
る
ん
や
け
ど
、
な
ん
で
枕
な
ん
？
」 

前
に
も
い
い
ま
し
た
が
、
み
な
さ
ん
の
素
朴
（
そ
ぼ
く
）
な
質
問
っ
て
、
先
生
た
ち
は
、
た
い
へ
ん
困
る
も
の
が
多
い
の
で
す
。
何
で

も
興
味
を
も
つ
の
は
た
い
へ
ん
よ
い
こ
と
だ
か
ら
、
塾
の
先
生
を
い
っ
ぱ
い
こ
ま
ら
せ
て
み
て
く
だ
さ
い
。（
し
ろ
く
ま
め
、
よ
け
い
な
こ

と
を
い
い
や
が
っ
て
っ
と
怒
ら
れ
る
か
な
） 

 

清
少
納
言
が
つ
か
え
た
定
子
（
て
い
し
）
と
い
う
女
性
が
、
紙
を
天
皇
か
ら
た
く
さ
ん
も
ら
い
ま
し
た
。
え
？ 

紙
？ 

と
、
思
わ

な
い
で
ね
。
当
時
は
た
い
へ
ん
貴
重
品
で
し
た
。
当
時
、
天
皇
は
一
条
天
皇
と
い
う
方
で
、
中
国
の
歴
史
書
『
史
記
』（
し
き
）
を
書
き
写

し
て
お
勉
強
さ
れ
て
い
た
の
で
、 

「
で
は
、
定
子
さ
ま
は
『
ま
く
ら
』
に
さ
れ
て
は
？
」 

「
あ
は
は
は
っ 

な
る
ほ
ど
～ 
じ
ゃ
あ
、
あ
な
た
が
書
い
て
み
て
」 

と
な
っ
て
『
枕
草
子
』
が
で
き
た
み
た
い
で
す
… 

え
え
え
？
？
？
？ 

し
ろ
く
ま
さ
ん
、
い
っ
た
い
な
ん
の
こ
と
？
？ 

と
、
な
る
で
し
ょ
う
ね
。『
枕
草
子
』
の
名
の
由
来
（
ゆ
ら
い
）
の
話
を
読
ん
だ
と
き
、
し
ろ
く
ま
も
、
頭
の
中
で
？
？
？
で
し
た
が
、

昔
の
人
の
言
葉
あ
そ
び
だ
っ
た
ん
で
す
。 

『
史
記
』
は
「
し
き
」、
つ
ま
り
「
敷
（
し
き
）」。
寝
る
と
き
に
下
に
敷
く
も
の
の
こ
と
。
天
皇
さ
ま
が
『
史
記
』「
敷
」
つ
ま
り
「
お

ふ
と
ん
」
を
書
写
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
あ
な
た
さ
ま
は
「
ま
く
ら
」
に
さ
れ
て
は
？ 

と
い
う
、
ま
、
お
ふ
ざ
け
、
で
す
。 

こ
の
二
人
の
美
意
識
（
び
い
し
）、
う
つ
く
し
さ
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
、
と
い
う
も
の
、
二
人
の
作
品
の
中
に
み
ら
れ
る
そ
れ
は
、「
あ

は
れ
」
と
「
を
か
し
」
で
す
。
こ
の
ち
が
い
を
説
明
す
る
だ
け
で
一
冊
の
本
が
書
け
る
く
ら
い
の
言
葉
で
す
。「
あ
は
れ
」
は
、
も
と
も
と

「
あ
ぁ
」
と
い
う
「
た
め
い
き
」
か
ら
き
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
た
め
い
き
が
出
る
く
ら
い
の
感
動
は
「
あ
は
れ
」
と
い
っ
て
も
よ
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
リ
ク
ツ
よ
り
さ
き
に
「
た
め
い
き
が
出
る
よ
う
な
」
美
し
さ
や
悲
し
さ
… 

『
源
氏
物
語
』
の
で
き
ご
と
は
「
あ
は

れ
」
な
も
の
が
多
い
そ
う
で
す
。 

こ
れ
に
対
し
て
「
を
か
し
」
は
、「
ふ
む
ふ
む
、
な
る
ほ
ど
、
へ
ぇ
～
」
み
た
い
な
、「
お
も
し
ろ
さ
」
で
す
。「
あ
、
わ
か
る
わ
か
る
～
」

み
た
い
な
、
わ
か
っ
て
い
た
ん
だ
け
れ
ど
、
う
ま
い
言
い
方
で
き
な
か
っ
て
ん
よ
～ 

そ
れ
そ
れ
っ
わ
た
し
が
言
い
た
か
っ
た
の
は
、
み

た
い
な
「
お
も
し
ろ
」
さ
。 

『
枕
草
子
』
に
は
「
を
か
し
」
が
い
っ
ぱ
い
出
て
き
ま
す
。「
い
と
」
と
「
を
か
し
」
は
清
少
納
言
さ
ん
の
口
グ
セ
か
っ 

と
思
う
ほ
ど

出
て
き
ま
す
。 

ち
ょ
～
か
わ
い
い
っ 

と
か
、
女
子
高
生
が
言
う
み
た
い
に
、「
い
と
」（
ち
ょ
～
）
が
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す
。（
じ
っ

さ
い
、『
枕
草
子
』
を
女
子
高
生
が
使
う
言
葉
に
な
お
し
て
説
明
し
て
い
る
本
も
あ
っ
て
お
も
し
ろ
い
で
す
よ
～
） 



ち
ょ
っ
と
休
憩 

五 
前
に
も
ち
ょ
っ
と
書
い
た
の
で
す
け
れ
ど
、
も
の
の
数
え
方
に
つ
か
う
も
の
を
「
助
数
詞
」（
じ
ょ
す
う
し
）
と
い
い
ま
す
。 

１
匹
、
２
台
の
「
匹
」
や
「
台
」
の
こ
と
だ
よ
。
み
ん
な
モ
ノ
の
数
え
方
、
ど
れ
だ
け
し
っ
て
い
る
か
な
？ 

入
試
に
も
時
々
出
る
の

で
、
ち
ょ
っ
と
今
回
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。
う
さ
ぎ
が
「
羽
」
と
か
、
た
ん
す
が
「
棹
（
さ
お
）」
と
か
聞
い
た
こ
と
あ
る
よ
ね
。
ち
ょ
っ

と
び
っ
く
り
す
る
の
は
「
ち
ょ
う
ち
ょ
」。
あ
れ
っ
て
「
一
頭
、
二
頭
」
っ
て
昔
は
数
え
た
の
を
知
っ
て
い
る
か
な
～
「
ち
ょ
う
ち
ょ
う
が

一
頭
飛
ん
で
い
る
」
な
ん
て
言
わ
れ
る
と
、
え
ぇ
、
か
、
か
い
じ
ゅ
う
？
？ 

と
思
っ
て
し
ま
う
よ
ね
～ 

 

 

野
菜
な
ん
か
も
お
も
し
ろ
い
ん
だ
よ
。
た
ま
ね
ぎ
は
「
１
玉
」
な
ん
だ
け
れ
ど
、
キ
ャ
ベ
ツ
も
「
１
玉
」。
で
も
、
は
く
さ
い
は
「
１
株
」。

キ
ャ
ベ
ツ
と
は
く
さ
い
の
数
え
方
は
何
と
な
く
同
じ
だ
と
思
っ
て
い
た
ら
違
う
ん
だ
っ
て
。 

 

「
～
す
る
と
き
、
～
の
場
合
に
変
わ
る
助
数
詞
」
と
い
う
の
も
お
も
し
ろ
い
よ
。 

た
ば
こ
は
「
１
本
」「
１
箱
」
と
数
え
る
け
ど
吸
う
と
き
は
「
１
服
」
に
な
る
し
、
お
茶
も
飲
む
と
き
は
「
１
服
」
に
な
る
ん
だ
。 

馬
は
「
１
頭
」
と
数
え
る
け
ど
、
人
が
乗
っ
て
い
る
と
「
１
騎
（
き
）」
と
数
え
る
ん
だ
よ
。
お
父
さ
ん
が
競
馬
を
テ
レ
ビ
で
見
て
い
て
、

馬
の
数
を
「
一
頭
、
二
頭
」
っ
て
数
え
て
い
た
ら
、「
ち
が
う
よ
、
一
騎
、
二
騎
っ
て
数
え
る
ん
だ
よ
」
っ
て
教
え
て
あ
げ
よ
う
～ 

馬
に
人
が
乗
っ
て
い
る
と
「
騎
」
だ
け
ど
、
馬
＋
荷
物
（
に
も
つ
）
は
ど
う
な
る
か
知
っ
て
い
る
か
な
？ 

荷
物
は
「
１
荷
（
か
）」
が

正
し
い
数
え
方
だ
け
れ
ど
、
馬
に
つ
い
た
荷
物
は
「
１
駄
（
だ
）」
っ
て
言
う
ん
だ
。 

は
が
き
も
字
を
書
く
前
は
「
１
枚
」「
１
葉
」
だ
け
れ
ど
、
字
を
書
い
た
ら
「
１
通
」
と
な
る
ん
だ
よ
。
こ
ん
ど
か
ら
使
い
分
け
て
、
お

父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
を
お
ど
ろ
か
せ
て
ね
。 

戦
い
は
「
１
戦
」
だ
け
ど
ゲ
ー
ム
は
「
１
番
」。
す
も
う
は
「
１
番
」
と
い
い
ま
す
よ
ね
。
将
棋
や
囲
碁
も
「
１
番
」
だ
け
ど
「
１
局
」

と
い
う
と
き
も
あ
る
よ
。 

将
棋
が
好
き
で
、
よ
く
や
る
人
は
、「
あ
と
一
回
し
よ
う
！
」
な
ん
て
い
う
と
幼
稚
（
よ
う
ち
）
っ
ぽ
い
か
ら
、
今
度
か
ら
「
も
う
一
局
」

と
い
う
と
カ
ッ
コ
い
い
か
も
。 

 

さ
て
さ
て
、
ち
ょ
っ
と
問
題
形
式
に
し
て
み
る
か
ら
、（ 

）
に
漢
字
一
文
字
入
れ
て
み
て
く
だ
さ
い
。（
同
じ
も
の
も
あ
る
か
ら
ね
。） 

一. 

い
か
・
た
こ 

 
 

 

１
（ 

 

） 

二. 

う
ど
ん 

 
 

 
 

 

１
杯
・
１
把
・
１
（ 

 

） 

三. 

か
つ
お
ぶ
し 

 
 

 

１
節
・
１
折
・
１
台
・
１
本
・
１
（ 

 

） 

四. 

酒
（
飲
む
と
き
） 

 

１
杯
・
１
（ 

 

） 

五. 

琴
（
こ
と
） 

 
 

 

１
張
り
・
１
そ
ろ
い
・
１
（ 

 

） 

六. 

す
ず
り 

 
 

 
 

 

１
（ 

 

） 

七. 

和
歌
・
短
歌 

 
 

 

１
（ 

 

） 

八. 

俳
句 

 
 

 
 

 
 

１
（ 

 

） 

九. 

箸
（
は
し
） 

 
 

 

１
そ
ろ
い
・
１
（ 

 

） 

一
〇. 

草 
 

 
 

 
 

 
 

１
（ 

 

） 

一
一. 

シ
ャ
ツ 

 
 

 
 

 

１
枚
・
１
（ 

 

） 

一
二. 

く
つ
し
た 

 
 

 
 

１
（ 

 

） 

一
三. 

家 
 

 
 

 
 

 
 

１
（ 

 

）・
１
軒
・
１
棟 

一
四. 

刀 
 

 
 

 
 

 
 

１
刀
・
１
剣
・
１
ふ
り
・
１
腰
・
１
（ 

） 

一
五. 

よ
ろ
い 

 
 

 
 

 

１
（ 
 

） 

一
六. 

や
り 

 
 

 
 

 
 

１
本
・
１
筋
・
１
（ 

） 

一
七. 

飛
行
機 

 
 

 
 

 

１
（ 

 

） 

一
八. 

貨
車 

 
 

 
 

 
 

１
（ 

 

） 

一
九. 

お
墓
（
は
か
） 

 
 

１
（ 

 

） 

二
〇. 

ト
ラ
ン
プ 
 

 
 

 

１
（ 

 

） 

 
 さ

て
、
ど
れ
だ
け
知
っ
て
い
る
か
な
～ 

 

 



～
ち
ょ
っ
と
休
憩
の
解
答
～ 

一. 

い
か
・
た
こ
な
ど
は
一
杯
、
二
杯
、
と
数
え
ま
す
。 

二. 
う
ど
ん
は
、
一
玉
、
二
玉
で
「
玉
」
と
い
い
た
い
の
で
す
が
、
ほ
ん
と
う
は
こ
れ
、
漢
字
で
は
表
記
し
な
い
の
が
ふ
つ
う
の
よ
う

で
す
。
今
回
は
「
玉
」
と
い
う
漢
字
に
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
… 

三. 

「
連
」
で
す
。
か
つ
お
節
の
特
別
な
数
え
方
で
す
。 

四. 

お
酒
は
、
も
と
も
と
神
様
な
ど
に
献
上
（
け
ん
じ
ょ
う
）
す
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
そ
こ
か
ら
「
献
」（
こ
ん
）
と
い
う
字
を
あ

て
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。 

五. 

す
ず
り
や
楽
器
の
琴
や
琵
琶
な
ど
「
面
」
を
使
い
ま
す
。 

六. 
 

七. 

短
歌
は
「
首
」
で
俳
句
は
「
句
」。「
百
人
一
首
」
の
「
首
」
は
和
歌
を
数
え
る
と
き
の
助
数
詞
で
、
じ
っ
さ
い
の
「
首
」
じ
ゃ
な

い
か
ら
ね
～ 

八. 
 

九. 

お
箸
（
は
し
）
は
、
一
本
、
二
本
、
と
は
言
わ
な
い
よ
。
一
組
で
役
に
立
つ
も
の
だ
か
ら
「
一
膳
」
で
「
膳
（
ぜ
ん
）」
を
使
い

ま
す
。
む
ず
か
し
い
字
だ
け
ど
今
回
は
紹
介
（
し
ょ
う
か
い
）
し
て
お
き
ま
し
た
。 

一
〇. 

草
は
「
一
本
」「
二
本
」
の
「
本
」
で
よ
い
か
ら
ね
。 

一
一. 

シ
ャ
ツ
な
ど
服
は
「
一
着
」「
二
着
」
だ
よ
ね
。 

一
二. 

く
つ
し
た
は
「
一
足
」「
二
足
」
と
数
え
ま
す
が
、
お
箸
と
同
じ
で
、「
二
つ
で
一
つ
の
助
数
詞
」
だ
よ
。 

一
三. 

お
う
ち
は
「
一
戸
」。「
棟
」
は
「
む
ね
」
だ
け
ど
音
読
み
す
る
と
「
と
う
」
に
な
る
ん
だ
。
そ
う
す
る
と
「
一
棟
」
は
「
ひ
と
む

ね
」
と
「
い
っ
と
う
」
と
読
む
場
合
が
あ
る
ん
だ
け
ど
、「
い
っ
と
う
」
と
読
む
と
、
団
地
と
か
ビ
ル
と
か
に
使
う
言
葉
に
な
り

ま
す
よ
。
ビ
ル
ま
ま
る
ま
る
一
つ
誰
か
に
貸
す
こ
と
を
「
一
棟
貸
し
」、
な
ん
て
い
い
ま
す
。 

一
四. 

刀
は
「
一
振
り
」「
二
振
り
」
と
い
う
場
合
が
多
い
け
ど
「
一
口
」
と
書
い
て
「
ひ
と
ふ
り
」
と
も
読
む
ん
だ
よ
。「
い
っ
こ
う
」

と
読
ん
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
前
に
話
し
た
よ
ね
。 

一
五. 

よ
ろ
い
は
「
一
領
」「
二
領
」
と
数
え
ま
す
。
で
も
ね
、
か
ぶ
と
＋
よ
ろ
い
で
、
か
ぶ
と
と
セ
ッ
ト
に
な
る
と
「
一
具
」
と
数
え

る
ん
だ
よ
。 

一
六. 

や
り
は
「
一
条
」
と
数
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

一
七. 

航
空
機
は
「
一
機
」「
二
機
」
で
「
機
（
き
）」
を
使
い
ま
す
。 

一
八. 

鉄
道
は
「
両
」
で
よ
ね
。
で
も
、
ト
ラ
ッ
ク
み
た
い
に
長
く
て
大
き
な
車
だ
と
「
ト
ラ
ッ
ク
が
１
両
走
っ
て
い
る
」
と
「
両
」
を

使
う
と
き
も
あ
る
よ
ね
。 

一
九. 

お
墓
と
か
、
そ
れ
か
ら
神
社
の
鳥
居
な
ん
か
は
「
一
基
」「
二
基
」
と
「
基
（
き
）」
を
使
い
ま
す
。 

二
〇. 

ト
ラ
ン
プ
は
１
セ
ッ
ト
を
「
一
組
」（
ひ
と
く
み
）
と
数
え
ま
す
。 

 

意
外
と
生
活
の
中
で
、
現
在
で
も
よ
く
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
文
学
的
文
章
の
中
の
表
現
な
ど
で
も
、
ふ
ん
い
き
を
出
す
た
め
に
、

こ
う
い
う
言
葉
が
効
果
的
に
使
わ
れ
る
と
き
も
あ
る
か
ら
知
っ
て
い
て
も
損
（
そ
ん
）
じ
ゃ
な
い
よ
。「
一
陣
の
風
が
吹
き
抜
け
た
」
っ
て
、

風
は
ま
ぁ
、
数
え
た
り
は
し
な
い
か
ら
こ
の
場
合
の
「
陣
」
は
助
数
詞
と
は
い
い
に
く
い
け
ど
、
表
現
と
し
て
は
知
っ
て
お
い
た
ほ
う
が

い
い
よ
ね
。 

ち
な
み
に
、「
一
つ
」
と
か
「
三
個
」
と
か
は
、
助
数
詞
を
ふ
く
め
て
ひ
と
つ
の
単
語
で
、
全
体
で
数
詞
と
い
い
ま
す
。
で
も
、
数
字
が

ふ
く
ま
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
「
数
詞
」
つ
ま
り
「
名
詞
」
と
は
か
ぎ
ら
な
い
よ
。 

「
お
ま
ん
じ
ゅ
う
、
一
つ
く
だ
さ
い
」 

と
言
う
と
「
一
個
お
ま
ん
じ
ゅ
う
く
だ
さ
い
」
と
な
る
よ
ね
。
で
も 

「
ひ
と
つ
、
今
回
の
こ
と
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
」 

と
言
う
と
、
こ
の
「
ひ
と
つ
」
は
数
詞
じ
ゃ
な
い
よ
。 

 

だ
っ
て
「
ふ
た
つ
、
よ
ろ
し
く
」「
み
っ
つ
、
よ
ろ
し
く
」
と
は
言
わ
な
い
で
し
ょ
う
？ 

数
詞
は
「
数
え
ら
れ
る
」
も
の
だ
か
ら
ね
。

ほ
か
に
も
た
く
さ
ん
あ
る
け
ど
、
興
味
が
あ
る
人
は
調
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

 


