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文
学
教
材
の
研
究

|
|
宮
沢
賢
治

「
や
ま
な
し
」

(
小
学
校
六
年
)

要

旨

国
語
科
教
育
の
言
語
事
項
に
関
し
て
は
、
児
童
・
生
徒
が
日
常
の
言
語
生

活
を
振
り
返
り
、
言
語
の
き
ま
り
に
気
付
き
、
善
一
一
口
語
生
活
の
向
上
に
役
立
て

る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。
ま
た
、
目
的
や
必
要
に
応
じ
て
、
言
語
情
報
を
主

体
的
に
収
集
し
活
用
し
た
り
、
的
確
な
言
語
情
報
を
作
成
し
発
信
し
た
り
す

る
相
E
の
言
語
活
用
能
力
を
養
成
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
国
語

科
教
育
に
お
け
る
文
学
教
育
に
は
、
文
学
の
内
容
価
値
で
あ
る
主
題
や
思
想

の
問
題
に
偏
る
の
で
は
な
く
、
文
学
の
表
現
価
値
に
十
分
な
目
配
り
が
必
要

で
あ
る
。
国
語
科
教
育
に
お
け
る
擬
態
語
・
擬
声
語
を
中
心
と
し
た
語
葉
指

導
に
は
、
読
解
指
導
・
表
現
指
導
と
と
も
に
実
施
す
る
こ
と
が
、
個
々
の
指
導

以
上
の
効
果
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
る
。
本
論
で
は
、
小
学
校
六
年
の
文

学
教
材
で
あ
る
宮
沢
賢
治
「
や
ま
な
し
」
の
言
語
表
現
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

の
言
語
表
現
|
|
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は
じ
め
に

文
学
作
品
の
研
究
が
、
作
品
と
読
み
手
の
二
者
間
で
行
わ
れ
る
の
に
対
し

て
、
文
学
教
材
の
研
究
は
、
教
材
(
作
品
)
と
授
業
者
と
学
習
者
と
の
三
者

に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
二
者
間
で
行
わ
れ
る
作
品
研
究
と
違
つ

て
三
者
聞
の
相
互
理
解
が
必
要
な
教
材
研
究
は
複
雑
多
岐
な
問
題
を
解
決
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国
語
科
読
み
方
指
導
に
関
わ
る
教
材
の
な
か
で
、
文
学
教
材
の
研
究
は
、

他
の
ジ
ャ
ン
ル
よ
り
多
く
実
施
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
文
学
教
材
の
研
究
で

は
、
文
学
作
品
研
究
理
論
の
影
響
を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
。
近
年
の
テ
ク
ス

ト
論
の
影
響
で
、
文
学
教
材
の
研
究
の
動
向
も
変
化
し
つ
つ
あ
る
。
学
習
指

導
要
領
改
訂
に
よ
っ
て
、
国
語
科
教
育
の
基
本
方
向
も
変
化
し
つ
つ
あ
る
。

大
槻
和
夫
氏
は
、
国
語
科
教
育
の
新
指
導
要
領
の
基
本
理
念
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
1

。
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新
指
導
要
領
で
は
、
国
語
科
で
育
て
た
い
学
力
を
「
実
際
の
言
語
生
活

が
大
切
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
教
材
(
作
品
)
を
使
っ
た
授
業
と
は
、
学
習
者

「
表
現
力
・
理
解
力
の
育
成
」
と
い
う
従
来
か
ら

の
学
習
を
支
援
す
る
の
が
目
的
で
あ
り
、
文
学
作
品
の
読
み
取
り
の
た
め
の

に
必
要
な
力
」
と
し
、

の
基
本
理
念
を
継
承
し
つ
つ
、

を
高
め
る
こ
と
を
重
視

言
語
技
術
を
指
導
す
る
も
の
で
あ
る
。
文
学
教
材
の
読
み
取
り
の
方
法
、
す

「
伝
え
合
う
力
」

し
て
い
る
。
「
伝
え
合
う
力
」
と
は
、
「
互
い
の
立
場
や
考
え
を
尊
重
し
つ

な
わ
ち
言
語
表
現
教
育
に
焦
点
を
あ
て
た
文
学
教
材
に
つ
い
て
研
究
す
る
。

つ
伝
え
合
う
力
」
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
端
的
に
言
え
ば
双
方
向
的

な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
だ
と
解
さ
れ
る
。
(
中
略
)
新
指
導
要
領

小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
を
通
じ
て
、
こ
の
「
伝
え
合
う
力
」

国
語
教
育
と
言
語
技
術

で
は
、

が
目
標
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

国
語
教
育
で
育
て
る
べ
き
言
語
能
力
と
は
、

日
本
語
で
理
解
す
る
読
解
力

と
日
本
語
で
考
え
る
思
考
力
と
日
本
語
で
伝
え
る
表
現
力
の
三
つ
の
力
が
中

通
信
機
器
の
発
達
に
よ
っ
て
他
者
と
の
伝
達
方
法
が
多
種
多
様
に
な
る
な

心
と
な
る
。

つ
ま
り
、
読
ん
で
、
考
え
て
、
書
く
と
い
う
三
つ
の
言
語
活
動

か
で
、
国
語
科
教
育
で
重
視
さ
れ
る
能
力
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
と
は

を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
力
の
基
盤
で
あ
る
日
本
語
力
は
向
上
す

不
思
議
な
話
で
あ
る
。

つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、
実
は
他
者
と
の

る
。
こ
う
し
た
意
味
か
ら
、
国
語
科
教
育
に
お
け
る
文
学
教
育
は
、
文
学
の

関
係
に
つ
ま
ず
い
て
い
る
若
者
が
多
い
と
い
う
現
実
を
ふ
ま
え
て
、

学

内
容
価
値
で
あ
る
主
題
や
思
想
の
問
題
に
偏
る
の
で
は
な
く
、
文
学
の
表
現

校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
と
い
う
教
育
機
関
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力

価
値
に
も
十
分
な
目
配
り
が
必
要
で
あ
る
。
国
語
科
教
育
で
は
、
読
み
取
り

の
養
成
に
重
点
が
お
か
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

の
具
体
的
な
方
法
を
言
語
技
術
と
呼
ぶ
。
国
語
教
育
と
は
、

日
本
語
が
母
語

国
語
科
教
育
の
言
語
事
項
に
関
し
て
は
、
児
童
・
生
徒
が
日
常
の
言
語
生

で
あ
る
日
本
人
に
な
さ
れ
る
日
本
語
の
教
育
全
般
で
あ
っ
て
、
学
校
教
育
に

活
を
振
り
返
り
、
言
語
の
き
ま
り
に
気
付
き
、
言
語
生
活
の
向
上
に
役
立
て

お
い
て
は
、
読
む
・
書
く
・
聞
く
・
話
す
と
い
う
言
語
技
術
の
育
成
を
目
的

そ
れ
に
対
し
て
、
日
本
語
教
育
と
は
、
国
籍
に
関
係
な

る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
目
的
や
必
要
に
応
じ
て
、
言
語
情
報

と
し
た
教
育
で
あ
る
。

を
主
体
的
に
収
集
し
活
用
し
た
り
、
的
確
な
言
語
情
報
を
作
成
し
発
信
し
た

く
日
本
語
が
第
二
言
語
と
な
る
人
を
対
象
と
し
た
言
語
技
術
の
教
育
で
あ
る
。

ま
ず
、
学
校
教
育
に
お
け
る
教
科
「
国
語
」

り
す
る
相
互
の
言
語
活
用
能
力
を
養
成
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。

の
読
み
取
り
の
た
め
の
言
語

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
教
材
研
究
は
あ
く
ま
で
も
授
業
者
と
教
材
(
作

技
術
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
国
語
科
教
育
に
お
い
て
は
、
学
習
者
が
自
分
の

品
)
と
学
習
者
の
三
者
聞
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識

力
で
作
品
の
読
み
取
り
が
で
き
る
よ
う
に
、
読
み
取
り
の
具
体
的
な
技
術
を
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指
導
す
る
こ
と
が
目
的
と
な
る
。
読
み
取
り
の
具
体
的
技
術
と
は
、
言
語
技

れ
て
い
な
い
。
国
語
科
教
育
に
お
い
て
は
、
言
語
教
育
と
文
学
教
育
は
、

そ

術
、
す
な
わ
ち
読
む
・
書
く
・
聞
く
・
話
す
と
い
う
言
語
技
術
に
絞
っ
た
指

の
自
立
性
を
尊
重
し
な
が
ら
も
、
共
同
で
お
こ
な
わ
れ
る
の
が
理
想
で
あ
る
。

導
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
、
国
語
科
教
育
は
、
授
業
の
進
め
方
で

文
学
教
材
を
読
む
内
容
価
値
は
、
普
段
の
生
活
の
な
か
で
見
過
ご
さ
れ
て

も
工
夫
が
求
め
ら
れ
る
。
大
槻
和
夫
氏
は
、

「
言
語
活
動
主
義
の
授
業
へ
の

い
た
も
の
の
見
方
や
真
相
に
気
付
か
さ
れ
、
自
分
と
真
撃
に
向
き
合
う
機
会

転
換
」
2

を
重
要
視
し
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
の
国
語
科
授
業
に
は
、
学
習
者
の

を
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
虚
構
の
な
か
に
埋
め
込
ま
れ
た
さ
ま

主
体
的
な
言
語
活
動
に
重
点
を
お
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ざ
ま
な
視
点
が
自
分
の
内
面
を
照
ら
し
出
す
の
で
あ
る
。
傑
出
し
た
文
学
と

中
央
教
育
審
議
会
答
申
の
国
語
科
改
善
基
本
方
針
に
は
、
「
国
語
に
対
す

は
、
個
人
に
し
か
書
け
な
い
特
異
な
出
来
事
に
、
他
者
が
読
ん
で
も
わ
か
る

る
関
心
を
高
め
、
国
語
を
尊
重
す
る
態
度
を
育
て
る
と
と
も
に
、
実
生
活
で

普
遍
性
を
も
た
せ
た
も
の
で
あ
る
。
文
学
を
読
む
醍
醐
味
は
、
虚
構
の
な
か

生
き
て
は
た
ら
き
、
各
教
科
等
の
学
習
の
基
本
と
も
な
る
国
語
の
能
力
を
身

で
、
も
う
一
人
の
自
分
に
出
会
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
う
し
た
体
験
は
、
個
人

の
内
的
世
界
を
広
げ
、
他
者
へ
の
共
感
に
つ
う
じ
る
聞
か
れ
た
自
己
の
形
成

に
付
け
る
こ
と
、
我
が
国
の
言
語
文
化
を
享
受
し
継
承
・
発
展
さ
せ
る
態
度

を
育
て
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
内
容
の
改
善
を
図
る
」
と
あ
り
、
「
特
に
、

に
役
立
つ
も
の
で
あ
り
、
自
分
の
価
値
観
や
問
題
意
識
を
育
て
る
精
神
発
達

の
重
要
な
要
素
と
な
る
。
虚
構
で
の
体
験
を
超
え
て
、
自
分
と
文
学
テ
ク
ス

言
葉
を
通
し
て
的
確
に
理
解
し
、
論
理
的
に
思
考
し
表
現
す
る
能
力
、
互
い

の
立
場
や
考
え
を
尊
重
し
て
言
葉
で
伝
え
合
う
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
や
、

ト
の
間
で
お
き
る
も
う
ひ
と
つ
の
新
た
な
体
験
と
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
文
学
教
材
を
読
む
表
現
価
値
は
、
言
語
能
力
の
開
発
に
お
お
き
な
効

我
が
国
の
言
語
文
化
に
触
れ
て
感
性
や
情
緒
を
は
ぐ
く
む
こ
と
を
重
視
す

る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
3
。
つ
ぎ
に
、
『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説

国

力
を
発
揮
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
ぐ
れ
た
文
学
表
現
は
、
個
人
の
言

語
編
』
(
文
部
科
学
省

で
あ
る
児
童
が
、
教
材
で
あ
る
文
学
作
品
を
読
み
取
る
た
め
の
具
体
的
な
手

平
成
二

O
年
六
月
)
を
参
照
し
な
が
ら
、
学
習
者

語
表
現
に
影
響
を
あ
た
え
る
。
文
学
の
言
語
に
よ
っ
て
こ
と
ば
が
磨
か
れ
る

の
で
あ
る
。

順
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

宮
沢
賢
治
の
作
品
、
な
か
で
も
童
話
に
関
し
て
は
詩
の
言
語
表
現
と
同
様

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
独
特
の
言
語
表
現
が
大
切
に
な
っ
て
く
る
。
宮
沢
賢
治
の
童

文
学
教
材
の
研
究

話
に
お
け
る
言
語
表
現
に
は
独
特
な
も
の
が
あ
り
、
文
学
教
育
の
現
場
で
も

特
に
注
目
さ
れ
研
究
さ
れ
て
い
る
。
西
田
良
子
氏
は
、
賢
治
童
話
の
魅
力
に

国
語
科
教
育
に
お
い
て
は
、

4

言
語
と
文
学
の
教
育
が
独
立
し
て
お
こ
な
わ

つ
い
て

「
彼
の
使
用
語
葉
は
実
に
豊
か
で
、
文
学
的
語
葉
だ
け
で
な
く
、
仏
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教
用
語
や
化
学
用
語
、
天
文
学
用
語
や
地
質
学
用
語
な
ど
、
広
い
領
域
の
語

葉
を
奔
放
に
使
い
、
そ
の
う
え
、
独
自
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
や
メ
タ
フ
ァ

l
を
巧

用
さ
れ
て
き
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

渋
谷
孝
・
市
毛
勝
雄
両
氏
は
「
文
学
作
品
の
研
究
方
法
と
文
学
教
材
の
読

み
に
駆
使
し
て
、

口
調
の
よ
い
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
文
体
を
作
り
あ
げ
て
い
る
」

み
方
指
導
の
た
め
の
教
材
研
究
の
方
法
は
、
立
場
が
違
う
」
6

と
述
べ
る
が
、

と
し
、

「
何
よ
り
も
他
に
類
を
み
な
い

〈
表
現
〉
に
あ
る
と
い
え
よ
う
」
と

宮
沢
賢
治
「
や
ま
な
し
」
(
光
村
図
書
)
を
作
品
研
究
の
立
場
か
ら
読
む
場

述
べ
て
い
る
4
0

合
と
教
材
研
究
の
立
場
か
ら
読
む
場
合
を
比
較
し
て
み
る
。
牛
山
恵
氏
は
、

文
学
教
材
と
し
て
教
科
書
に
載
っ
た
宮
沢
賢
治
の
作
品
と
し
て
は
、
小
学

「
教
材
で
あ
っ
て
も
文
学
作
品
は
、

そ
れ
自
体
と
し
て
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な

校
五
年
で
「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
(
大
阪
書
籍
・
学
校
図
書
・
東
京
書
籍
)
、

ら
な
い
。
作
家
の
伝
記
を
知
っ
た
上
で
、
そ
れ
を
前
知
識
と
し
て
作
品
に
作

「
雪
わ
た
り
」
(
教
育
出
版
)
、
小
学
校
六
年
で

「
や
ま
な
し
」
(
光
村
図
書
)
、

者
の
姿
を
見
ょ
う
と
し
た
り
、
伝
記
を
下
敷
き
と
し
て
作
品
を
解
釈
し
よ
う

中
学
校
一
年
で

「
オ
ツ
ベ
ル
と
象
」
(
教
育
出
版
)
が
あ
り
、
高
等
学
校
「
現

と
し
た
り
し
た
の
で
は
、
作
品
そ
の
も
の
を
読
ん
だ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
」
7

代
文
」
「
国
語
I
」
「
国
語
E
」
で
は
今
ま
で
に
一

O
社
も
の
教
科
書
が
「
永

と
指
摘
す
る
。
伝
記
教
材
に
引
っ
張
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
作
者
理
解
と
作
品

訣
の
朝
」
を
採
用
し
て
い
る
。
牛
山
恵
氏
は
、
文
学
教
材
と
し
て
の
賢
治
童

理
解
の
混
同
に
注
意
し
て
教
材
を
扱
う
こ
と
が
、
文
学
教
材
を
指
導
す
る
う

話
が
教
科
書
に
採
用
さ
れ
る
経
緯
に
つ
い
て

「
賢
治
童
話
が
初
め
て
国
語
教

え
で
重
要
で
あ
る
。
宮
沢
賢
治
「
や
ま
な
し
」
(
光
村
図
書
)
に
は
、
表
題

材
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
戦
後
教
育
の
出
発
点
の
時
点
に
お
い
て

の
ま
え
に
「
表
現
を
味
わ
い
、
豊
か
に
想
像
し
よ
う
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

の
こ
と
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
石
森
延
男
の
リ

l
ド
に
よ
っ
て
成
立
し
た
暫
定

教
科
書
に
お
い
て
、
賢
治
童
話
は
、
国
家
主
義
的
な
徳
目
あ
る
い
は
教
訓
か

単
元
・
教
材
の
特
色
と
し
て

「
比
喰
表
現
や
擬
声
語
・
擬
態
語
な
ど
、
独
特

の
表
現
に
着
目
し
な
が
ら
、
作
品
の
世
界
を
想
像
さ
せ
た
い
」
と
あ
る
。
学

ら
解
放
さ
れ
た
純
粋
の
児
童
文
学
と
し
て
、

さ
ら
に
言
う
な
ら
民
主
主
義
の

そ
れ
か
ら
印

習
指
導
要
領
に
掲
げ
ら
れ
た
「
言
語
表
現
を
豊
か
に
す
る
」
た
め
に
、
擬
音

時
代
の
新
し
い
教
材
と
し
て
国
語
教
科
書
の
上
に
登
場
し
た
。

語
・
擬
態
語
を
学
ぶ
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

有
余
年
、
賢
治
童
話
が
国
語
教
科
書
か
ら
姿
を
消
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ

れ
は
、
中
学
校
、
高
等
学
校
の
教
科
書
に
目
を
広
げ
て
も
他
に
例
を
見
る
こ

宮
沢
賢
治
「
や
ま
な
し
」
(
小
学
校
六
年
)
の
言
語
表
現

と
の
な
い
事
実
で
あ
る
」
5

と
指
摘
し
て
い
る
。
宮
沢
賢
治
の
童
話
が
、
児

童
・
生
徒
の
豊
か
な
感
性
と
言
語
表
現
を
育
て
る
と
い
う
判
断
が
あ
っ
た
か

吉
本
隆
明
は
「
宮
沢
賢
治
ほ
ど
擬
音
の
つ
く
り
方
を
工
夫
し
、
た
く
さ
ん

ら
こ
そ
、
文
学
教
材
と
し
て
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
の
教
科
書
に
採

詩
や
童
話
に
使
っ
た
表
現
者
は
、

ほ
か
に
み
あ
た
ら
な
い
」
8

と
述
べ
て
い
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る
。
宮
沢
賢
治
「
や
ま
な
し
」

の
擬
音
語
・
擬
態
語
・
造
語
と
い
っ
た
言
語

ぎ
て
い
き
ま
し
た
。

表
現
に
着
目
し
て
文
学
教
材
を
使
っ
た
国
語
科
教
育
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は

殺
さ
れ
た
よ
。
」

「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は

死
ん
だ
よ
。
」

げ
ん

小
さ
な
谷
川
の
底
を
写
し
た
、
二
枚
の
青
い
幻
灯
で
す
。

五
月

「
ク
ラ
ム
ポ
ン
は

死
ん
で
し
ま
っ
た
よ
:
:
:
。
」

「
殺
さ
れ
た
よ
。
」

「
そ
れ
な
ら
、
な
ぜ
殺
さ
れ
た
。
」

兄
さ
ん
の
か
に
は
、
そ
の
右
側
の
四
本
の
足
の
中
の
二
本
を
、
弟
の
平
ベ
つ

「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は

二
ひ
き
の
か
に
の
子
ど
も
ら
が
、
青
白
い
水
の
底
で
話
し
て
い
ま
し
た
。

笑
っ
た
よ
。
」

「
分
か
ら
な
い
。
」

「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は

「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は

た
い
頭
に
の
せ
な
が
ら
言
い
ま
し
た
。

か
ぶ
か
ぶ
笑
っ
た
よ
。
」

し
も

魚
が
ま
た
つ
う
と
も
ど
っ
て
、
下
の
方
へ
行
き
ま
し
た
。

は
ね
て
笑
っ
た
よ
。
」

「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は

笑
っ
た
よ
。
」

か
ぷ
か
ぷ
笑
っ
た
よ
。
」

は
が
ね

上
の
方
や
横
の
方
は
、
青
く
暗
く
鋼
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。

"レよ
ψ

つ

ら
か
な
天
井
を
、

「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は

「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は

「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は
、

「
笑
っ
た
。
」

そ
の
な
め

き

ん

に
わ
か
に
ぱ
っ
と
明
る
く
な
り
、
日
光
の
黄
金
は
、
夢
の
よ
う
に
水
の

つ
ぶ
つ
ぶ
暗
い
あ
わ
が
流
れ
て
い
き
ま
す
。

中
に
降
っ
て
き
ま
し
た
。

笑
っ
て
い
た
よ
。
」

波
か
ら
来
る
光
の
あ
み
が
、
底
の
白
い
岩
の
上
で
、
美
し
く
ゆ
ら
ゆ
ら

か
ぷ
か
ぷ
笑
っ
た
よ
。
」

の
ぴ
た
り
縮
ん
だ
り
し
ま
し
た
。
あ
わ
や
小
さ
な
ご
み
か
ら
は
、
ま
っ
す

「
そ
れ
な
ら
、
な
ぜ
ク
ラ
ム
ボ
ン
は

笑
っ
た
の
。
」

ぐ
な
か
げ
の
棒
が
、
な
な
め
に
水
の
中
に
並
ん
で
立
ち
ま
し
た
。

「
知
ら
な
い
。
」

つ
ぶ
つ
ぶ
あ
わ
が
流
れ
て
い
き
ま
す
。

方
へ
上
り
ま
し
た
。

か
に
の
子
ど
も
ら
も
、
ぽ
っ
ぽ

魚
が
、
今
度
は
そ
こ
ら
じ
ゅ
う
の
黄
金
の
光
を
ま
る
っ
き
り
く
ち
ゃ
く

か
み

ま
た
上
の

ち
ゃ
に
し
て
、
お
ま
け
に
自
分
は
鉄
色
に
変
に
底
光
り
し
て
、

つ
ぽ
つ
と
、
続
け
て
五
、
六
つ
ぶ
あ
わ
を
は
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
ゆ
れ
な

が
ら
水
銀
の
よ
う
に
光
っ
て
、
な
な
め
に
上
の
方
へ
上
っ
て
い
き
ま
し
た
。

つ
う
と
銀
の
色
の
腹
を
ひ
る
が
え
し
て
、

「
お
魚
は
、
な
ぜ
あ
あ
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
の
。
」

一
。
ひ
き
の
魚
が
頭
の
上
を
過

弟
の
か
に
が
、

ま
ぶ
し
そ
う
に
目
を
動
か
し
な
が
ら
た
ず
ね
ま
し
た
。
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「
何
か
悪
い
こ
と
を
し
て
る
ん
だ
よ
。
取
っ
て
る
ん
だ
よ
。
」

そ
れ
が
来
た
ら
、
お
魚
が
上
へ
上
っ
て
い
っ
た
よ
。
」

「
取
っ
て
る
の
。
」

「
そ
い
つ
の
目
が
赤
か
っ
た
か
い
。
」

「うん。」

「
分
か
ら
な
い
。
」

か
み

そ
の
お
魚
が
、
ま
た
上
か
ら
も
ど
っ
て
き
ま
し
た
。
今
度
は
ゆ
っ
く
り

お

落
ち
着
い
て
、
ひ
れ
も
尾
も
動
か
さ
ず
、
た
だ
水
に
だ
け
流
さ
れ
な
が
ら
、

そ
い
つ
は
鳥
だ
よ
。

か
わ
せ
み
と
い
う
ん
だ
。
だ

「
ふ
う
ん
。
し
か
し
、

い
じ
よ
う
ぶ
だ
、
安
心
し
ろ
。
お
れ
た
ち
は
か
ま
わ
な
い
ん
だ
か
ら
。
」

そ
の
か
げ
は
、
黒
く

お
口
を
輸
の
よ
う
に
円
く
し
て
や
っ
て
来
ま
し
た
。

「
お
父
さ
ん
、
お
魚
は
ど
こ
へ
行
っ
た
の
。
」

静
か
に
底
の
光
の
あ
み
の
上
を
す
べ
り
ま
し
た
。

「
魚
か
い
。
魚
は
こ
わ
い
所
へ
行
っ
た
。
」

「
お
魚
は
:
:
:
。
」

「
こ
わ
い
よ
、
お
父
さ
ん
。
」

そ
の
と
き
で
す
。
に
わ
か
に
天
井
に
白
い
あ
わ
が
立
っ
て
、
青
光
り
の

ぼ
う

ま
る
で
ぎ
ら
ぎ
ら
す
る
鉄
砲
だ
ま
の
よ
う
な
も
の
が
、
い
き
な
り
飛
び
こ

い
い
、
だ
い
じ
よ
う
ぶ
だ
。
心
配
す
る
な
。

そ
ら
、

か
ば
の
花

「、.4
、4

、

-'uw'υ

・

が
流
れ
て
き
た
。
ご
ら
ん
、

き
れ
い
だ
ろ
う
。
」

ん
で
き
ま
し
た
。

あ
わ
と
い
っ
し
ょ
に
、
白
い
か
ば
の
花
び
ら
が
、
天
井
を
た
く
さ
ん
す

兄
さ
ん
の
か
に
は
、

は
っ
き
り
と
そ
の
青
い
も
の
の
先
が
、

コ
ン
パ
ス

べ
っ
て
き
ま
し
た
。

の
よ
う
に
黒
く
と
が
っ
て
い
る
の
も
見
ま
し
た
。

と
思
う
う
ち
に
、
魚
の

「
こ
わ
い
よ
、
お
父
さ
ん
。
」

白
い
腹
が
ぎ
ら
つ
と
光
っ
て
一
ぺ
ん
ひ
る
が
え
り
、
上
の
方
へ
上
っ
た
よ

弟
の
か
に
も
言
い
ま
し
た
。

そ
れ
っ
き
り
も
う
青
い
も
の
も
魚
の
形
も
見
え
ず
、
光
の

黄
金
の
あ
み
は
ゆ
ら
ゆ
ら
ゆ
れ
、
↑
の
わ
は
つ
ぶ
つ
ぶ
流
れ
ま
し
た
。

う
で
し
た
が
、

光
の
あ
み
は
ゆ
ら
ゆ
ら
、

の
ぴ
た
り
縮
ん
だ
り
、
花
び
ら
の
か
げ
は
静

か
に
砂
を
す
べ
り
ま
し
た
。

二
ひ
き
は
ま
る
で
声
も
出
ず
、
居
す
く
ま
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

お
父
さ
ん
の
か
に
が
出
て
き
ま
し
た
。

十

月

「
ど
う
し
た
い
。
ぶ
る
ぶ
る
ふ
る
え
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
。
」

「
お
父
さ
ん
、
今
、
お
か
し
な
も
の
が
来
た
よ
。
」

か
に
の
子
ど
も
ら
は
も
う
よ
ほ
ど
大
き
く
な
り
、
底
の
景
色
も
夏
か
ら

「
ど
ん
な
も
ん
だ
。
」

秋
の
聞
に
す
っ
か
り
変
わ
り
ま
し
た
。

「
青
く
て
ね
、
光
る
ん
だ
よ
。
は
じ
が
、
こ
ん
な
に
黒
く
と
が
っ
て
る
の
。

し
ょ
苦

白
い
や
わ
ら
か
な
丸
石
も
転
が
っ
て
き
、
小
さ
な
き
り
の
形
の
水
晶
の
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つ
ぶ
や
金
雲
母
の
か
け
ら
も
、
流
れ
て
き
て
止
ま
り
ま
し
た
。

「
そ
れ
は
兄
さ
ん
の
ほ
う
だ
ろ
う
。
」

そ
の
冷
た
い
水
の
底
ま
で
、
ラ
ム
ネ
の
び
ん
の
月
光
が
い
っ
ぱ
い
に
す

「
そ
う
じ
ゃ
な
い
よ
。
ぼ
く
の
ほ
う
、
大
き
い
ん
だ
よ
。
」

き
通
り
、
天
井
で
は
、
波
が
青
白
い
火
を
燃
や
し
た
り
消
し
た
り
し
て
い

弟
の
か
に
は
泣
き
そ
う
に
な
り
ま
し
た
。

る
よ
う
。
辺
り
は
し
ん
と
し
て
、
た
だ
、

い
か
に
も
遠
く
か
ら
と
い
う
よ

そ
の
と
き
、
ト
ブ
ン
。

う
に
、
そ
の
波
の
音
が
ひ
び
い
て
く
る
だ
け
で
す
。

黒
い
丸
い
大
き
な
も
の
が
、
天
井
か
ら
落
ち
て
ず
う
っ
と
し
ず
ん
で
、

か
に
の
子
ど
も
ら
は
、
あ
ん
ま
り
月
が
明
る
く
水
が
き
れ
い
な
の
で
、

ま
た
上
へ
上
っ
て
い
き
ま
し
た
。
き
ら
き
ら
っ
と
黄
金
の
ぶ
ち
が
光
り
ま

ね
む
ら
な
い
で
外
に
出
て
、
し
ば
ら
く
だ
ま
っ
て
あ
わ
を
は
い
て
天
井
の

し
た
。

方
を
見
て
い
ま
し
た
。

「
か
わ
せ
み
だ
。
」

「
や
っ
ぱ
り
、
ぼ
く
の
あ
わ
は
大
き
い
ね
。
」

子
ど
も
ら
の
か
に
は
、
首
を
す
く
め
て
言
い
ま
し
た
。

と
お
め
が
ね

お
父
さ
ん
の
か
に
は
、
遠
眼
鏡
の
よ
う
な
両
方
の
目
を
あ
ら
ん
か
ぎ
り

「
兄
さ
ん
、
わ
ざ
と
大
き
く
は
い
て
る
ん
だ
い
。
ぼ
く
だ
っ
て
、

わ
ざ
と

な
ら
も
っ
と
大
き
く
は
け
る
よ
。
」

の
ば
し
て
、
よ
く
よ
く
見
て
か
ら
言
い
ま
し
た
。

「
は
い
て
ご
ら
ん
。
お
や
、

た
っ
た
そ
れ
き
り
だ
ろ
う
。

3

3

2

3

、
t

し
し
カ
し
「
貝

「
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
あ
れ
は
や
ま
な
し
だ
。
流
れ
て
い
く
ぞ
。
つ
い
て
い
っ

ね
、
大
き
い
だ
ろ
う
。
」

て
み
よ
う
。
あ
あ
、

い
い
に
お
い
だ
な
。
」

さ
ん
が
は
く
か
ら
見
て
お
い
で
。
そ
ら
、

「
大
き
か
な
い
や
、
お
ん
な
じ
だ
い
。
」

な
る
ほ
ど
、

そ
こ
ら
の
月
明
か
り
の
水
の
中
は
、
や
ま
な
し
の
い
い
に

「
近
く
だ
か
ら
、
自
分
の
が
大
き
く
見
え
る
ん
だ
よ
。
そ
ん
な
ら
い
っ
し
ょ

お
い
で
い
っ
ぱ
い
で
し
た
。

に
は
い
て
み
よ
う
。

そ
ら
。
」

一
び
き
は
、
ぽ
か
ぽ
か
流
れ
て
い
く
や
ま
な
し
の
後
を
追
い
ま
し
た
。

3

3

3

3

、

'
v
?
V
4
H
?
ν
 

「
や
っ
ぱ
り
ぼ
く
の
ほ
う
、
大
き
い
よ
。
」

そ
の
横
歩
き
と
、
底
の
黒
い
三
つ
の
か
げ
法
師
が
、
合
わ
せ
て
六
つ
、

「
本
当
か
い
。
じ
ゃ
、

も
一
つ
は
く
よ
。
」

お
ど
る
よ
う
に
し
て
、
や
ま
な
し
の
円
い
か
げ
を
追
い
ま
し
た
。

「
だ
め
だ
い
、

そ
ん
な
に
の
び
上
が
っ
て
は
。
」

間
も
な
く
、
水
は
サ
ラ
サ
ラ
鳴
り
、
天
井
の
波
は
い
よ
い
よ
青
い
ほ
の

ま
た
、
お
父
さ
ん
の
か
に
が
出
て
き
ま
し
た
。

お
を
上
げ
、
や
ま
な
し
は
横
に
な
っ
て
木
の
枝
に
引
っ
か
か
っ
て
止
ま
り
、

「
も
う
ね
ろ
ね
ろ
。
お
そ
い
ぞ
。
あ
し
た
イ
サ
ド
へ
連
れ
て
い
か
ん
ぞ
。
」

そ
の
上
に
は
、
月
光
の
に
じ
が
も
か
も
か
集
ま
り
ま
し
た
。

「
お
父
さ
ん
、
ぼ
く
た
ち
の
あ
わ
、
ど
っ
ち
大
き
い
の
。
」

「
ど
う
だ
、
や
っ
ぱ
り
や
ま
な
し
だ
よ
。

よ
く
熟
し
て
い
る
。

い
い
に
お
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い
だ
ろ
う
。
」

し
て
い
る
九

「
お
い
し
そ
う
だ
ね
。
お
父
さ
ん
。
」

つ
ぎ
に
、
作
品
の
語
釈
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

「
や
ま
な
し
」
に
は
賢
治

「
待
て
待
て
。
も
う
二
日
ば
か
り
待
つ
と
ね
、
こ
い
つ
は
下
へ
し
ず
ん
で

の
造
語
と
み
ら
れ
る
国
語
辞
典
に
は
載
っ
て
い
な
い
意
味
不
明
の
こ
と
ぼ
や

く
る
。
そ
れ
か
ら
、
ひ
と
り
で
に
お
い
し
い
お
酒
が
で
き
る
か
ら
。
さ
あ
、

地
方
独
特
の
風
物
で
あ
っ
て
児
童
が
直
接
触
れ
た
こ
と
が
な
い
も
の
が
登
場

す
る
。
意
味
不
明
な
こ
と
ば
の
代
表
が
「

も
う
帰
っ
て
ね
よ
う
。
お
い
で
。
」

五
月
」
に
登
場
す
る

「
ク
ラ

親
子
の
か
に
は
三
び
き
、
自
分
ら
の
穴
に
帰
っ
て
い
き
ま
す
。

で
あ
る
。

「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
に
関
し
て
は
百
家
争
鳴
叩
の
さ
ま
で
、

ム
ボ
ン
」

い
よ
い
よ
青
白
い
ほ
の
お
を
ゆ
ら
ゆ
ら
と
上
げ
ま
し
た
。
そ
れ

J

ご
，
ヲ

は
ま
た
、
金
剛
石
の
粉
を
は
い
て
い
る
よ
う
で
し
た
。

波
は
、

「
や
ま
な
し
」

の
作
品
を
読
む
話
題
に
は
な
っ
て
い
る
が
、
意
味
不
明
の
乙

と
ば
と
し
て
作
品
世
界
の
象
徴
と
も
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

十
二
月
」

に
あ
る

「
イ
サ
ド
」
が
あ
る
。
こ
れ
も
不
明
で
は
あ
る
が
、
実
在
の
地
名
と

私
の
幻
灯
は
、
こ
れ
で
お
し
ま
い
で
あ
り
ま
す
。

の
関
係
が
調
査
さ
れ
て
い
る
日
児
童
が
直
接
触
れ
た
こ
と
の
な
い
こ
と
ば

「
か
ば
の
花
」

(
出
典
「
校
本

宮
津
賢
治
全
集

第
十
一
巻
」
筑
摩
書
房
)

「
や
ま
な
し
」
が
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
東
北
地
方
の

と
し
て

産
物
で
あ
り
、
実
物
と
の
距
離
は
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
写
真
だ
け
で
は

ま
ず
、
作
品
の
成
立
に
つ
い
て
、

「
や
ま
な
し
」

の
初
出
と
分
類
が
問
題

伝
わ
ら
な
い
、
触
覚
に
触
れ
る
肌
触
り
や
嘆
覚
を
刺
激
す
る
匂
い
や
視
覚
に

映
し
出
さ
れ
る
み
ず
み
ず
し
い
色
彩
は
、
児
童
の
感
覚
を
覚
醒
す
る
こ
と
ば

と
な
る
。

「
や
ま
な
し
」

は
大
正
十
二
年
四
月
八
日
『
岩
手
毎
日
新
聞
』
に

掲
載
さ
れ
た
花
鳥
童
話
で
あ
る
。
内
容
は
、
谷
川
の
底
に
住
む
二
匹
の
子
蟹

と
な
っ
て
い
る
。

と
父
蟹
が
見
た
世
界
が
、
二
枚
の
幻
灯
と
し
て
描
き
出
さ
れ
る
。
蟹
の
視
点

作
品
の
構
成
と
し
て
は
、
は
じ
め
の
こ
と
ば
「
小
さ
な
谷
川
の
底
を
写
し

に
立
つ
と
、
世
界
は
限
ら
れ
た
空
間
と
な
り
、
水
上
の
世
界
は
彼
方
に
消
え

た
、
二
枚
の
青
い
幻
灯
で
す
」

と
初
期
形
で
は
な
か
っ
た
お
わ
り
の
こ
と
ば

て
し
ま
う
。
水
中
の
世
界
に
対
し
て
、
外
界
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
谷
川
の
底

「
私
の
幻
灯
は
、
こ
れ
で
お
し
ま
い
で
あ
り
ま
す
」
が
加
え
ら
れ
、
内
容
で

に
働
き
か
け
る
と
い
う
構
図
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
作
品
の
新
開
発
表
原
稿

あ
る
「

五
月
」
と
「
二

十
二
月
」

の
二
部
構
成
を
と
っ
て
い
る
。

五

は
現
存
し
な
い
。
た
だ
し
、
下
書
き
稿
が
残
っ
て
お
り
、
栗
原
敦
氏
は
下
書

月
」
で
は
、

「
日
光
の
黄
金
」
と
表
さ
れ
る
陽
春
の
明
る
い
昼
間
の
様
子
の

き
稿
と
の
異
同
に
つ
い
て
四
点
を
示
し
て
い
る
が
、

そ
の
な
か
で
も
、
第
二

な
か
で
、
外
界
か
ら
の
突
然
の
侵
入
に
よ
っ
て
水
底
の
世
界
の
安
定
が
崩
さ

部
の
時
を
「
十
一
月
」
か
ら
「
十
二
月
」

へ
と
変
更
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘

れ
る
。
外
界
か
ら
き
た
「
か
わ
せ
み
」
に
よ
っ
て
魚
が
突
然
連
れ
去
ら
れ
た
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こ
と
に
、
子
蟹
た
ち
は
恐
怖
を
お
ぼ
え
る
。
父
蟹
は
「
か
わ
せ
み
」
は
自
分

色
彩
の
中
で
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
ち
を
相
手
に
し
な
い
と
子
蟹
た
ち
に
「
取
る
」

「
取
ら
れ
る
」
と
い
う
関

係
に
つ
い
て
教
え
よ
う
と
す
る
。
水
底
の
生
き
物
を
食
う
魚
は
外
界
の
烏
に

中
野
新
治
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
作
品
研
究
と
い
う
立
場
か
ら
は
、
賢

「
ラ
ム
ネ
の
び
ん
の
月

よ
っ
て
食
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
打
っ
て
変
わ
っ
て
、

治
の

「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
と
い
う
視
点
が
重
視
さ
れ
る
。
賢
治
が
詩
集
『
春

光
」
と
表
さ
れ
る

「
十
二
月
」

(
初
期
形
で
は
「
十
一
月
」
)

で
は
、
晩
秋
の

と
修
羅
』
「
序
」

で
述
べ
た
「
わ
た
く
し
と
い
ふ
現
象
は
/
仮
定
さ
れ
た
有

夜
の
水
中
が
描
か
れ
る
が
、
外
界
か
ら
侵
入
し
た
「
や
ま
な
し
」
が
主
題
と

機
交
流
電
燈
の
/
ひ
と
つ
の
青
い
照
明
で
す
/
(
あ
ら
ゆ
る
透
明
な
幽
霊
の

で
は
川
底
へ
の
外
界
か
ら
の
侵
入
者
「
か
わ
せ
み
」
は
恐

複
合
体
)
/
風
景
や
み
ん
な
と
い
っ
し
ょ
に
/
せ
は
し
く
せ
は
し
く
明
滅
し

な
る
。

「
五
月
」

怖
の
対
象
で
あ
っ
た
が
、

「
十
二
月
」

で
は
「
や
ま
な
し
」
は
幸
福
を
も
た

な
が
ら
/
い
か
に
も
た
し
か
に
と
も
り
つ
づ
け
る
/
因
果
交
流
電
燈
の
/
ひ

ら
す
も
の
と
な
る
。

と
つ
の
青
い
照
明
で
す
」
に
あ
る

「
青
い
照
明
」
と
い
う
風
景
が
「
や
ま
な

こ
う
し
て
二
枚
の
幻
灯
は
、
川
底
の
親
子
蟹
の
生
命
の
営
み
に
対
す
る
機

し
」
の
世
界
観
と
一
致
し
、

「
や
ま
な
し
」

は
賢
治
自
身
が
「
青
い
照
明
」

微
を
垣
間
見
さ
せ
る
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
賢
治
の

「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
と
し
て

の
な
か
で
生
き
て
い
る
と
い
う
実
感
を
こ
め
た
作
品
で
あ
る
と
い
え
る
。

つ
ぎ
に
、
教
材
研
究
と
い
う
立
場
か
ら
読
む
と
、

描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

「
や
ま
な
し
」

は
、
賢
治
童
話
の
珠
玉
の
小
品
と
し

「
や
ま
な
し
」
は

わ

て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
反
面
、
読
解
の
難
し
さ
も
指
摘
さ
れ
て
い

か
ら
な
い
」
と
い
う
感
想
が
多
い
作
品
と
な
る
。
小
学
校
六
年
の
文
学
教
材

と
し
て
と
り
あ
げ
る
と
、

「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」

の
正
体
が
不
明
で
あ
る
こ
と
が

る
。
中
野
新
治
氏
は
、
「
そ
の
表
現
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
「
や
ま
な
し
」
の
と

よ
り
本
質
的
に
は
テ

l
マ
の
見
出
し
難
し
さ
に
あ
る
」
ロ

多
く
問
題
と
さ
れ
る
。
授
業
者
は
学
習
者
に

「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」

の
正
体
を
追

ら
え
に
く
さ
は
、

と
指
摘
し
、

そ
の
主
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
目
。

求
す
る
こ
と
よ
り
も
、
蟹
の
視
点
か
ら
川
底
の
世
界
を
み
る
と
ど
う
な
る
か

を
考
え
さ
せ
る
こ
と
に
重
点
を
お
く
。
学
習
者
が
「
小
さ
な
谷
川
の
底
」
に

「
や
ま
な
し
」
と
は
賢
治
が
「
沢
蟹
と
い
ふ
現
象
」
を
生
き
て
み
せ
た
、

い
て
、
自
分
の
目
で

「
一
一
枚
の
青
い
幻
灯
」
を
見
て
い
る
よ
う
な
気
持
ち
で

そ
の
報
告
書
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
「
幻
燈
」
と
い
う
言
葉
に
は

読
む
こ
と
を
も
と
め
る
の
で
あ
る
。
作
品
の
特
色
を
、

「
独
特
の
こ
と
ぼ
や

そ
の
透
視
の
透
明
度
を
低
く
み
つ
も
っ
た
謙
遜
も
含
ま
れ
て
い
よ
う
し
、

表
現
」
と
い
う
点
と
「
五
月
」

「
十
二
月
」

の
世
界
の
違
い
と
い
う
点
に

と

「
青
い
」
と
い
う
修
飾
語
は
水
中
の
世
界
を
指
す
と
同
時
に
蟹
た
ち
へ
の

絞
っ
て

「
や
ま
な
し
」
と
い
う
題
名
に
つ
い
て
考
え
る
と
い
う
読
み
方
が
教

親
密
感
も
含
ん
で
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
彼
ら
は
「
わ
た
く
し
」
と
同
じ

材
研
究
の
方
法
で
あ
る
。
言
語
表
現
と
言
語
技
術
の
両
面
か
ら
「
五
月
」
と
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「
十
二
月
」

の
作
品
世
界
を
比
較
し
て
み
る
。

-
魚
の
白
い
腹
が
ぎ
ら
つ
と
光
っ
て
一
ぺ
ん
ひ
る
が
え
り
、

-
ぶ
る
ぶ
る
ふ
る
え
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
。

十 五

月
月

晩 初 季
秋 夏

節

月 夜 日 昼 時
光 光

間

金 丸 魚 ク 背
雲 石 フ

母 ム

ボ

ン 景

や 泊、 侵

ま わ

な せ 入

し み

者

希 生 不 死 世

望 安

界

-
光
の
あ
み
は
ゆ
ら
ゆ
ら
、

・
そ
の
と
き
、
ト
ブ
ン
。

の
ぴ
た
り
縮
ん
だ
り
、

-
き
ら
き
ら
っ
と
黄
金
の
ぶ
ち
が
光
り
ま
し
た
。

ぽ
か
ぽ
か
流
れ
て
い
く
や
ま
な
し
の
後
を
追
い
ま
し
た
。

-
水
は
サ
ラ
サ
ラ
鳴
り
、

-
に
じ
が
も
か
も
か
集
ま
り
ま
し
た
。

-
ほ
の
お
を
ゆ
ら
ゆ
ら
と
上
げ
ま
し
た
。

賢
治
の
童
話
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ

(
擬
音
語
・
擬
態
語
)

に
あ
ふ
れ
で
い

こ
こ
で
は
、
作
品
を
読
ん
で
学
習
者
が
考
え
た
こ
と
、
感
じ
た
こ
と
を
書

る
。
こ
う
し
た
題
名
の
つ
け
か
た
や
文
章
中
の
表
現
や
こ
と
ば
の
使
い
方
か

ら
、
作
者
の
思
い
を
推
測
し
、
考
え
る
と
い
う
学
習
行
為
が
教
材
研
究
に
於

き
、
お
互
い
に
発
表
す
る
こ
と
で
、
作
品
に
対
す
る
考
え
を
深
め
る
と
い
う

読
み
方
授
業
を
実
施
す
る
。
読
み
取
り
の
具
体
的
手
立
て
を
言
語
技
術
と
し

い
て
は
重
要
と
な
る
。
賢
治
の
表
現
に
は
、
視
点
の
取
り
方
に
応
じ
て
対
象

が
変
化
し
て
み
え
、
認
識
が
視
点
に
相
対
的
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
く
れ

る
。
賢
治
作
品
の
こ
と
ば
に
は
、
客
観
的
真
実
は
幻
想
に
す
ぎ
な
い
と
い

て
、
こ
と
ば
に
注
目
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
賢
治
独
特
の
こ
と
ば
や
表

現
に
着
目
し
て
読
み
を
進
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
擬
音
語
・
擬
態

語
に
注
目
す
る
。

ぅ
、
読
者
の
世
界
像
が
変
転
す
る
よ
う
な
パ
l
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
な
読
み
を
可

-
ク
ラ
ム
ボ
ン
は
か
ぶ
か
ぶ
笑
っ
た
よ
。

能
に
す
る
力
が
あ
る
。

-
つ
ぶ
つ
ぶ
暗
い
あ
わ
が
流
れ
て
い
き
ま
す
。

中
里
理
子
氏
は
教
科
書
教
材
に
見
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
つ
い
て
述
べ
る
な
か

-
ぽ
つ
ぽ
つ
ぽ
つ
と
、
続
け
て
五
、
六
つ
ぶ
の
あ
わ
を
は
き
ま
し
た
。

・
魚
が
ま
た
つ
う
と
も
ど
っ
て
、
下
の
方
へ
行
き
ま
し
た
。

で、

一
般
語
糞
と
は
異
な
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
特
徴
と
し
て
、

「
直
接
的
・
感

覚
的
表
現
で
あ
る
こ
と
、
個
性
的
・
創
作
的
な
も
の
が
多
い
こ
と
、
意
味
内

-
ぎ
ら
ぎ
ら
す
る
鉄
砲
だ
ま
の
よ
う
な
も
の
が
、

い
き
な
り
飛
び
こ
ん
で
き

容
が
語
音
と
語
形
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
語
音
と
語
形
に
は
日
本

ま
し
た
。

語
と
し
て
の
共
通
感
覚
が
あ
る
こ
と
」
凶
を
指
摘
し
て
い
る
。
宮
沢
賢
治
の



第49巻2号要紀学大子女州九245 

擬
音
語
・
擬
態
語
は
、
「
個
性
的
・
創
作
的
」
で
あ
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

国
語
科
教
育
で
擬
音
語
・
擬
態
語
を
中
心
と
し
た
語
糞
指
導
は
、
読
解
指

覚
を
豊
か
に
し
、
国
語
に
対
す
る
認
識
を
深
め
国
語
を
尊
重
す
る
態
度
を
そ

だ
て
る
」
と
書
か
れ
て
は
い
る
が
、
授
業
者
は
学
習
者
の
国
語
へ
の
学
習
動

導
・
表
現
指
導
と
相
E
実
施
す
る
こ
と
で
、
個
々
の
指
導
以
上
の
効
果
を
も

機
を
探
ら
な
け
れ
ば
教
科
目
標
が
虚
し
く
き
こ
え
る
。
児
童
・
生
徒
が
国
語

た
ら
す
と
考
え
ら
れ
る
。

を
学
ぶ
意
識
的
な
欲
求
が
な
け
れ
ば
、
実
現
は
難
し
い
。
児
童
・
生
徒
に
進

お
わ
り
に

学
・
進
級
の
た
め
の
科
目
と
い
う
以
外
に
、
国
語
を
学
ぶ
意
識
的
な
欲
求
を

起
こ
さ
せ
な
け
れ
ば
本
来
の
国
語
教
育
の
目
標
は
達
成
で
き
な
い
。
授
業
者

は
、
学
習
者
に
、
自
分
の
言
語
技
術
を
磨
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
深
く
他

文
学
教
材
を
用
い
る
こ
と
で
、
自
分
の
主
観
に
と
ら
わ
れ
ず
に
、
別
の
角

者
の
こ
と
ば
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
感
動
を
与
え
な
け
れ
ば
な

度
か
ら
自
分
を
見
る
と
い
う
客
観
的
な
視
点
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

ら
な
い
。
文
学
教
材
は
、

そ
の
文
学
作
品
が
も
っ
言
語
表
現
に
よ
っ
て
読
者

な
る
。
自
分
の
主
観
と
は
独
立
し
た
他
者
の
表
現
に
接
す
る
こ
と
で
、
自
分

を
感
動
さ
せ
る
力
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
、
文
学
教
材
の
研
究
で
文
学
作
品

の
言
語
表
現
を
重
視
す
る
の
は
、
こ
と
ば
を
使
う
一
人
一
人
の

に
距
離
を
も
っ
て
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
文
学
教

「
語
法
の
生

材
の
読
み
取
り
は
、
他
者
へ
の
ま
な
ざ
し
を
育
て
、
他
者
の
視
点
を
獲
得
し

か
し
か
た
」
「
語
葉
の
使
い
か
た
」
刊
に
新
た
な
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
l

て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
る
。
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
を
通
じ
て
、
国

シ
ヨ
ン
の
可
能
性
が
生
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
伝
え
合
う
力
」
を
高
め
人
間

が
目
標
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

「
伝
え
合
う

性
豊
か
な
児
童
・
生
徒
を
育
成
す
る
た
め
に
は
、
他
者
へ
の
関
心
と
他
者
へ

語
教
育
で

「
伝
え
合
う
力
」

力
」
と
は
、
自
分
の
視
点
か
ら
世
界
を
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
、
客
観
的
視

の
想
像
力
を
育
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
を
高

点
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
お
互
い
の
視
点
に
寄
り
添
う
こ
と
が
で
き
る
力

の
こ
と
で
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
既
成
概
念
は
幻
想
に
す
ぎ

め
る
の
に
有
効
な
教
育
方
法
と
し
て
、
文
学
教
材
が
あ
る
。
国
語
科
教
育
に

お
け
る
文
学
教
材
は
、
こ
こ
に
お
お
き
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

な
い
と
い
う
気
付
き
か
ら
初
め
て
生
み
出
さ
れ
る
行
為
だ
か
ら
で
あ
る
。

の
本
文
は
、
『
小
学
校

*
宮
沢
賢
治
「
や
ま
な
し
」

国
語
』
六
年
下
(
光

現
代
の
若
者
の
活
字
離
れ
と
同
時
に
、
こ
と
ば
の
乱
れ
や
「
ボ
キ
ャ
貧
」
日

村
図
書
)
に
拠
っ
た
。

が
危
慎
さ
れ
て
い
る
が
、
国
語
教
育
で
で
き
る
こ
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
国

語
科
の
目
標
は

「
国
語
を
適
切
に
表
現
し
正
確
に
理
解
す
る
能
力
を
育
成

し
、
伝
え
合
う
力
を
高
め
る
と
と
も
に
、
思
考
力
や
想
像
力
を
養
い
言
語
感
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文学教材の研究
一宮沢賢治「やまなしJ(小学校六年)の言語表現一

注

1 

大
槻
和
夫
「
こ
れ
か
ら
の
国
語
科
教
育
」
大
田
勝
司
・
大
槻
和
夫
・
川

端
俊
英
編
『
新
版
国
語
科
学
習
指
導
の
研
究
』
双
文
社
出
版
、
二

O
O

六
年
三
月
、
六
頁
。

2 

大
槻
和
夫

八
頁
。
大
槻
氏
は
、
「
例
え
ば
、
中
学
校
の
「
話

前
掲
書
、

す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
に
つ
い
て
は
、
「
ア

説
明
や
発
表
な
ど
を
行
う

こ
と
。
イ

対
話
や
討
論
な
ど
を
行
う
こ
と
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

「
書
く
こ
と
」
に
つ
い
て
も
、
「
ア

説
明
や
記
録
な
ど
の
文
章
を
書
く

こ
と
。
イ

手
紙
や
感
想
な
ど
の
文
章
を
書
く
こ
と
。
ウ

報
告
や
意

見
発
表
な
ど
の
た
め
に
簡
潔
で
分
か
り
ゃ
す
い
文
章
や
資
料
を
作
成
す

る
こ
と
。
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

3 

『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説

国
語
編
』
文
部
科
学
省
、
二

O
O
八

年
六
月
、

四
頁
。

4 

西
田
良
子
「
「
や
ま
な
し
」
に
お
け
る

〈
表
現
〉
と

〈
寓
意
〉
」
『
国
文

学
解
釈
と
観
賞
』
第
七
一
巻
九
号
、
二

O
O
六
年
九
月
、

一
六
九
頁
。

5 

牛
山
恵
「
第
4
章
宮
沢
賢
治
童
話
の
教
材
史
|
文
学
作
品
と
小
学
「
国

語
」
教
科
書
と
の
関
連
|
」
『
国
語
教
科
書
研
究
の
方
法

全
国
大
学

国
語
教
育
学
会
・
公
開
講
座
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
②
』
全
国
大
学
国
語
教
育

学
会
、
二

O
一
二
年
二
月
、
五

O
E
五
一
頁
。

6 

「
な
ぜ
言
語
技
術
教
育
が
必
要
な
の
か
」
『
「
や
ま
な
し
」

の
言
語
技
術

教
育
』
渋
谷
孝
・
市
毛
勝
雄
編
『
実
践
言
語
技
術
教
育
シ
リ
ー
ズ
小
学

校
文
学
教
材
編
⑫
』
明
治
図
書
、

一
九
九
七
年
八
月
、
九
頁
。

7 

牛
山
恵

五
六
頁
。

前
掲
書
、

8 

吉
本
隆
明
は
宮
沢
賢
治
の

象
の
う
ご
き
を
、

で

「
眼
に
う
つ
る
事

「
擬
音
論
・
造
語
論
」

さ
か
ん
に
音
の
変
化
や
流
れ
に
う
つ
し
か
え
よ
う
と

し
た
。
は
ん
た
い
に
ぴ
っ
た
り
し
た
語
音
が
あ
る
と
、
す
ぐ
に
か
た
ち

の
像
に
転
写
で
き
る
資
質
も
、
な
み
は
ず
れ
て
い
た
と
お
も
え
る
」
と

指
摘
し
て
い
る
。
『
宮
沢
賢
治
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、

一
九
九
六
年
六

月
、
三
三
二
頁
。

9 

栗
原
敦
「
テ
ク
ス
ト
評
釈
「
や
ま
な
し
」
」
『
国
文
学
』
第
二
七
巻
三
号
、

一
一
一
九
頁
。
異
同
の
主
な
点
と
し
て
、
他
に
川
描

一
九
八
二
年
二
月
、

写
や
説
明
を
よ
り
具
体
的
に
示
そ
う
と
し
て
い
る
点
、
凶
行
き
来
す
る

魚
の
描
写
に
手
入
れ
す
る
点
、
同
冒
頭
と
照
応
す
る
よ
う
に
、
末
尾
に

「
私
の
幻
燈
は
こ
れ
で
お
し
ま
ひ
で
あ
り
ま
す
。
」
を
加
え
て
い
る
点
を

挙
げ
て
い
る
。

10 

栗
原
敦
氏
に
よ
る
と
十
字
屋
版
全
集
第
四
巻
注
で
は
「
鍵
(
か
す
が
い
)

力
爪
、
鉄
瞬
、
釣
鈎
、
肇
橡
、
気
根
」
と
あ
り
、
他
に
も
識
者
の
諸
説

と
し
て
「
河
ぐ
も
」
「
あ
め
ん
ぽ
」
「
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
」
「
カ
一
ご
「
母
蟹
」

「
あ
わ
の
擬
態
・
擬
音
語
」
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。
『
園
文
学
』
同
掲
書
、

同
頁
。

11 

栗
原
敦
氏
に
よ
る
と

「
童
話
「
種
山
ヶ
原
」
に
「
伊
佐
戸
の
町
」
と
い

う
地
名
が
あ
る
」
と
紹
介
し
、
「
「
イ
サ
ド
」

リ
医
者
宿
ま
た
は
医
者
処

の
意
」
と
す
る
発
言
」
「
劇
「
種
山
ヶ
原
」
に
は
「
笹
戸
」
と
い
う
地
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名
が
あ
る
」
「
実
在
の
地
名
と
し
て
は
北
上
川
の
外
れ
、
宮
城
県
本
吉

郡
歌
津
町
に
字
伊
里
前
が
あ
る
」
と
紹
介
し
て
い
る
。
同
掲
書
、

O

一
三
一
頁
。

12 

中
野
新
治
「
や
ま
な
し
」
『
宮
沢
賢
治

五
月
、
八
四
頁
。

童
話
の
読
解
』

一
九
九
三
年

13 

中
野
新
治

同
掲
書
、

八
九
頁
。

14 

中
里
理
子
氏
は
、
大
槻
和
夫
編
『
国
語
科

重
要
用
語
3
0
0
の
基
礎

知
識
』
か
ら
「
擬
声
語
(
オ
ノ
マ
ト
ペ
)
は
、
擬
音
語
・
擬
態
語
の
総

称
と
し
て
広
義
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
広
義
の
擬
声
語
は
、

(
中
略
)
聴
覚
的
イ
メ
ー
ジ
を
表
す
擬
音
語
と
、
聴
覚
を
除
く
感
覚
(
視

覚
・
触
覚
・
味
覚
・
嘆
覚
)
的
及
び
感
情
的
イ
メ
ー
ジ
を
表
す
擬
態
語

に
2
分
さ
れ
る
。
狭
義
の
擬
声
語
は
、

一
般
に
擬
音
語
と
呼
ば
れ
る
。

自
然
音
(
物
の
発
す
る
音
や
動
物
の
鳴
き
声
な
ど
)
を
ま
ね
た
語
、

つ

ま
り
、
聴
覚
的
イ
メ
ー
ジ
を
直
接
に
表
し
た
語
で
あ
る
。
擬
態
語
は
擬

容
語
と
も
呼
ば
れ
、
広
義
の
擬
声
語
か
ら
聴
覚
的
イ
メ
ー
ジ
に
関
係
す

る
も
の
を
除
い
た
残
り
す
べ
て
が
該
当
す
る
」
と

「
オ
ノ
マ
ト
ペ
」
に

つ
い
て
抜
粋
し
て
い
る
。
「
教
科
書
教
材
に
見
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
」
『
上
越

教
育
大
学
研
究
紀
要
』
二
五
巻
一
号
、
二

O
O五
年
九
月
、
一
頁
、
三
頁
。

15 

「
ボ
キ
ャ
貧
」
と
は
、
語
葉
数
の
極
端
に
少
な
い
こ
と
を
い
う
。
「
こ
と

ば
の
乱
れ
」
よ
り
も
、
使
え
る
こ
と
ば
の
数
が
少
な
い
こ
と
の
方
が
、

深
刻
な
問
題
で
あ
る
。
詳
細
は
、
拙
稿
「
読
書
教
育
と
文
学
」
『
九
州

女
子
大
学
紀
要
』
第
四
五
巻
第
一
号
、
二

O
O八
年
九
月
を
参
照
い
た

f

J
さ
こ
、
A

。

ナ
J

晶
画

C
+
J
Y
V

16 

西
尾
実
は
、
こ
と
ば
の
可
能
性
に
つ
い
て

「
語
糞
の
使
い
か
た
、
語
法

の
生
か
し
か
た
に
よ
っ
て
、

正
し
さ
も
美
し
さ
も
成
り
立
つ
も
の
だ
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
、
こ
と
ば
の
使
い
か
た
こ
そ
、
こ
と
ば
の
深
さ
に
つ

ら
な
り
、
広
が
り
の
す
べ
て
に
か
』
わ
る
問
題
な
の
で
あ
る
」
と
指
摘

し
て
い
る
。
「
文
学
」
『
日
本
人
の
こ
と
ば
』
岩
波
新
書
、

一
九
五
七
年

二
月
、

七
五
頁
。
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