
【 

一 

】
評
論
文 

〈
出
典
〉『
グ
ズ
を
な
お
せ
ば
人
生
は
う
ま
く
い

く
』
大
和
書
房 

グ
ズ
は
な
ぜ
大
忙
し
な
の
か
、
言
い
訳
の
達

人
、
完
璧
主
義
者
、
段
取
り
人
間
、
遠
慮
し
す
ぎ

る
人
…
グ
ズ
の
原
因
を
明
ら
か
に
し
ス
ッ
キ
リ

人
生
に
向
か
う
た
め
の
本
。
時
間
不
足
や
人
間

関
係
の
モ
ヤ
モ
ヤ
を
解
消
し
て
く
れ
る
ヒ
ン
ト

を
提
示
し
て
い
る
。 

 

〈
作
者
〉
斎
藤
茂
太 

一
九
一
六
年
生
ま
れ
、
医
学
博
士
。
日
本
ペ
ン

ク
ラ
ブ
理
事
。
斎
藤
病
院
名
誉
会
長
。
長
年
、
家

族
・
夫
婦
・
子
育
て
・
心
の
病
・
ス
ト
レ
ス
を
あ

つ
か
う
傍
ら
、
執
筆
、
講
演
活
動
な
ど
で
も
活

躍
中
。 

 

問
一 

語
彙 

漢
字
の
学
習
は
国
語
の
学
習
の
基
本
。
読
み

書
き
だ
け
で
な
く
、
意
味
・
使
い
方
・
熟
語
の
構

成
な
ど
を
意
識
し
て
学
習
す
る
と
、
高
校
生
か

ら
の
学
習
に
も
つ
な
が
る
。
時
間
の
か
か
る
こ

と
だ
か
ら
こ
そ
、
し
っ
か
り
と
確
実
に
取
り
組

も
う
。 

 問
二 

接
続
語 

 

Ａ 

は
、
反
省
す
る
に
は
「
勇
気
が
い
る

こ
と
だ
」
を
受
け
て
、「
こ
こ
で
き
ち
ん
と
反
省

し
て
お
か
な
い
と
」
と
続
く
の
で
、
逆
接
を
入

れ
よ
う
。
勇
気
が
必
要
な
の
で
、
実
行
す
る
に

は
難
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
実
行
し
な
い
と
い

け
な
い
の
で
あ
る
。 

Ｃ 

は
「
あ
ら
か
じ
め

最
悪
の
事
態
を
予
測
し
て
お
く
の
も
い
い
」
を

う
け
、
リ
ス
ト
ラ
さ
れ
た
人
が
最
悪
の
状
態
を

考
え
る
具
体
例
を
示
し
て
い
る
の
で
、
例
示
の

接
続
語
を
入
れ
よ
う
。 

 

問
三 

呼
応
の
副
詞 

こ
の
文
は
「
～
く
れ
た
と
し
て
も
」
と
続
く

の
で
、
エ
「
た
と
え
」
が
く
る
。
呼
応
の
副
詞
は

パ
タ
ー
ン
と
し
て
決
ま
っ
て
い
る
の
で
確
実
に

学
習
し
よ
う
。
読
む
と
き
だ
け
で
は
な
く
、
話

す
・
書
く
の
場
面
で
も
役
立
つ
知
識
に
な
る
。 

 

問
四 

か
か
り
受
け 

「
い
つ
も
成
功
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。」
の

文
は
「
い
つ
も
／
成
功
す
る
と
は
／
か
ぎ
ら
な

い
。」
と
文
節
で
区
切
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
い

つ
も
」
は
「
か
ぎ
ら
な
い
」
で
は
な
く
、「
成
功

す
る
と
は
」
に
か
か
る
。
一
文
の
係
り
受
け
は

意
識
す
る
こ
と
が
少
な
い
と
思
う
が
、
敢
え
て

注
意
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
。 

 

問
五 

同
義
関
係
の
理
解 

傍
線
部
に
続
く
文
で
、「
た
だ
し
Ａ
で
は
な
く
、

Ｂ
だ
」
と
い
う
形
の
文
が
く
る
。
こ
の
よ
う
な

構
造
の
文
で
は
Ｂ
の
部
分
に
主
張
が
く
る
。
た

だ
し
、
問
題
の
選
択
肢
に
は
Ａ
の
部
分
の
言
い

換
え
が
来
て
い
る
の
で
注
意
し
よ
う
。
ま
た
、

そ
の
あ
と
に
「
つ
ま
り
」
と
言
い
換
え
の
接
続

が
入
り
、「
失
敗
し
た
原
因
を
と
こ
と
ん
突
き
と

め
る
の
で
あ
る
。」
と
あ
る
の
で
、
正
答
は
ウ
に

な
る
。
ア
は
本
文
の
内
容
で
は
全
く
述
べ
ら
れ

て
い
な
い
。
イ
は
反
省
す
る
こ
と
に
つ
い
て
述

べ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
不
適
。
エ
は
そ
の
後
の

部
分
ま
で
踏
ま
え
た
選
択
肢
の
よ
う
で
あ
る
が
、

傍
線
部
の
言
い
換
え
と
は
な
ら
ず
、
さ
ら
に
、

努
力
の
方
向
を
考
え
て
い
な
い
の
で
不
適
。 



 
問
六 
本
文
中
の
表
現
の
意
図
や
効
果 

「
失
敗
の
〝
恩
恵
〟
」
と
は
成
功
へ
近
づ
く

こ
と
を
さ
す
。
本
来
、
失
敗
は
目
的
を
達
成
で

き
な
い
こ
と
で
、
マ
イ
ナ
ス
の
結
果
で
あ
り
、

得
る
も
の
は
な
い
。
し
か
し
、
筆
者
は
そ
こ
か

ら
経
験
と
い
う
プ
ラ
ス
の
も
の
を
得
ら
れ
る
こ

と
を
強
調
し
た
い
の
で
あ
る
。
文
中
に
「 

」
や

〝 

〟
が
用
い
ら
れ
る
場
面
は
筆
者
が
よ
り
強

調
し
た
い
と
き
や
、
本
来
の
意
味
以
上
の
、
別

の
意
味
を
持
た
せ
た
い
と
き
に
使
う
も
の
で
あ

る
の
で
、
し
っ
か
り
と
意
識
し
て
読
む
よ
う
に

し
よ
う
。 

 

問
七 

対
比
と
因
果
関
係 

こ
こ
ま
で
の
内
容
把
握
。
失
敗
し
た
後
も
反

省
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
、
そ
こ

か
ら
再
び
挑
戦
し
て
い
け
ば
目
標
に
近
づ
い
て

い
く
と
い
う
の
が
筆
者
の
主
張
で
あ
る
。
本
来

の
意
味
と
は
違
う
失
敗
を
、
筆
者
が
述
べ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
ま
と
め
て
い
る
の
は

イ
。
ア
は
「
自
分
で
考
え
て
努
力
し
な
く
て
も
」

が
不
適
。
ウ
は
「
評
価
し
て
く
れ
る
人
が
現
れ

て
」
が
不
適
。
エ
は
「
自
分
自
身
の
弱
点
に
向
き

合
う
強
さ
」
が
不
適
。 

 

問
八 

因
果
関
係
と
要
約 

「
か
も
し
れ
な
い
」
と
始
ま
る
段
落
の
、
最

悪
ま
で
考
え
る
と
良
い
意
味
で
開
き
直
る
、
と

い
う
内
容
と
「
そ
れ
に
」
と
始
ま
る
段
落
の
、
最

悪
よ
り
ま
し
だ
と
余
裕
が
出
る
と
い
う
、
二
つ

の
要
素
を
含
ん
だ
も
の
が
ウ
。
イ
、
エ
は
そ
れ

ぞ
れ
一
つ
し
か
含
ま
な
い
の
で
不
適
と
な
る
。

本
文
の
内
容
と
は
間
違
っ
て
い
な
い
の
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
間
違
い
と
な
る
の
は
納
得
い
か
な

い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
、
解
答
に

必
要
な
要
素
が
二
つ
以
上
あ
る
時
に
は
、
そ
れ

ら
を
す
べ
て
含
ん
だ
も
の
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と

を
意
識
し
て
お
こ
う
。
ア
は
本
文
の
内
容
に
な

い
の
で
不
適
で
あ
る
。 

 

問
九 

故
事
成
語 

中
国
の
故
事
か
ら
生
ま
れ
た
慣
用
句
を
故
事

成
語
と
い
う
。「
人
間
万
事
、
塞
翁
が
馬
」
も
そ

の
一
つ
。
成
り
立
ち
は
エ
の
よ
う
な
故
事
か
ら

で
あ
る
。
も
し
、
こ
の
故
事
成
語
を
知
ら
な
く

て
も
、
続
く
部
分
で
「
い
い
こ
と
と
悪
い
こ
と

は
繰
り
返
し
起
こ
る
」
と
あ
る
の
で
、
そ
の
こ

と
に
合
致
す
る
も
の
を
選
ぼ
う
。 

 

問
十 

文
学
史
の
知
識 

年
代
も
様
々
な
歌
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
有

名
な
の
で
そ
の
周
辺
の
年
代
で
活
躍
し
た
歌
人

も
含
め
て
学
習
し
よ
う
。
ア
が
斎
藤
茂
吉
の
作
。

茂
吉
は
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
活
躍
し
た
。

イ
は
新
古
今
集
に
あ
る
持
統
天
皇
の
句
。
万
葉

集
か
ら
古
今
、
新
古
今
ま
で
有
名
な
歌
は
押
さ

え
て
お
こ
う
。
ウ
の
作
者
は
菅
原
道
真
。
こ
ち

ら
は
漢
詩
文
の
方
面
で
も
有
名
で
あ
る
。
外
国

文
化
と
の
つ
な
が
り
も
含
め
て
学
習
し
よ
う
。

エ
は
俵
万
智
の
句
。
現
代
を
代
表
す
る
歌
人
で

あ
る
。 

  

【
二
】
小
説 

〈
出
典
〉『
こ
こ
が
青
山
』 

三
十
六
歳
で
会
社
が
倒
産
。
次
の
日
か
ら
妻

は
働
き
に
出
か
け
、
男
は
家
事
と
息
子
の
幼
稚



園
の
送
り
迎
え
を
は
じ
め
る
。
元
上
司
、
元
同

僚
、
親
な
ど
周
り
の
心
配
を
よ
そ
に
主
夫
と
し

て
の
生
活
を
楽
し
む
自
分
が
い
る
こ
と
に
気
づ

き
始
め
る
短
編
小
説
。 

 

〈
作
者
〉
奥
田 

英
朗 

岐
阜
県
岐
阜
市
出
身
。
岐
阜
県
立
岐
山
高
等

学
校
卒
業
。
プ
ラ
ン
ナ
ー
、
コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー
、

構
成
作
家
を
経
て
一
九
九
七
年
『
ウ
ラ
ン
バ
ー

ナ
の
森
』
で
デ
ビ
ュ
ー
。
代
表
作
で
あ
る
精
神

科
医
・
伊
良
部
シ
リ
ー
ズ
の
第
二
作
目
『
空
中

ブ
ラ
ン
コ
』
で
第
一
三
一
回
直
木
賞
を
受
賞
し

た
。 

 

問
一 

語
の
定
義
・
文
中
で
の
用
法
・
慣
用
句 

漢
字
同
様
、
意
味
や
使
い
方
、
成
り
立
ち
ま

で
お
さ
え
て
お
こ
う
。
語
彙
を
豊
か
に
す
る
こ

と
が
国
語
の
学
習
の
基
本
だ
。 

 

問
二 

文
学
的
表
現
の
理
解 

無
色
透
明
と
い
う
の
は
他
の
色
が
な
い
、
つ

ま
り
意
図
が
な
い
さ
ま
の
比
喩
で
あ
る
。「
自
然
」

と
も
あ
る
よ
う
に
、
普
段
か
ら
考
え
て
い
る
こ

と
を
そ
の
ま
ま
口
に
し
た
だ
け
の
様
子
を
あ
ら

わ
し
て
い
る
。
比
喩
は
そ
の
言
葉
の
意
味
と
、

ど
こ
に
共
通
点
が
あ
る
の
か
を
意
識
し
よ
う
。 

 問
三 

間
接
的
な
心
情
表
現
の
理
解 

行
動
に
は
そ
の
人
物
の
心
情
が
現
れ
る
。「
眉

を
ひ
そ
め
る
」
と
い
う
不
快
感
を
し
め
す
慣
用

句
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
似
た
よ
う
に
、
パ
ン
屋

の
お
ば
さ
ん
に
対
し
て
マ
イ
ナ
ス
の
感
情
が
あ

る
こ
と
が
分
か
る
行
動
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

の
後
の
祐
輔
の
発
言
の
後
に
は
笑
っ
て
い
る
よ

う
に
、
そ
こ
ま
で
強
い
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、

そ
の
前
後
の
祐
輔
の
会
話
か
ら
も
、
周
囲
に
誤

解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
自
分
た
ち
の
考

え
て
い
る
こ
と
と
は
違
う
と
思
っ
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。
そ
れ
ら
も
含
め
て
、
イ
を
解
答
し

よ
う
。
ア
は
家
庭
の
現
状
が
情
け
な
い
と
い
う

厚
子
の
気
持
ち
は
読
み
取
れ
な
い
た
め
不
適
。

ウ
は
毎
朝
挨
拶
す
る
こ
と
に
対
し
て
怒
り
は
読

み
取
れ
な
い
の
で
不
適
。
エ
は
笑
顔
を
つ
く
る

こ
と
に
対
し
て
の
不
満
で
は
な
い
の
で
不
適
。 

 

問
四 

対
比
的
心
情
理
解 

両
親
と
も
に
自
分
の
息
子
が
失
業
し
た
こ
と

を
伝
え
聞
い
て
、
心
配
し
て
い
る
心
情
を
読
み

取
ろ
う
。
ま
た
、
会
話
の
内
容
も
息
子
の
現
状

を
心
配
し
、
励
ま
そ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
母
は
そ
の
中
で
も
、「
赤
ち
ゃ
ん
の
肌
を
撫

で
る
よ
う
な
」
と
あ
る
よ
う
に
、
優
し
さ
、
愛
情

を
持
っ
て
接
し
て
い
る
こ
と
、
父
は
「
無
理
や

り
作
っ
た
よ
う
な
穏
や
か
な
」
声
で
、
平
静
を

よ
そ
お
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
傍

線
部
の
言
い
換
え
を
き
ち
ん
と
意
識
し
て
解
答

し
よ
う
。 

 

問
五 

故
事
成
語
と
文
中
で
の
意
味 

「
人
間
到
る
処
に
青
山
有
り
」
の
意
味
は
「
世

の
中
、
ど
こ
に
で
も
骨
を
埋
め
る
場
所
が
あ
る
」

と
本
文
に
あ
る
。
本
来
の
意
味
で
は
「
だ
か
ら
、

故
郷
を
出
て
、
大
き
く
活
躍
す
べ
き
だ
」
と
続

く
が
、
こ
こ
で
は
、
父
親
の
発
言
の
前
後
を
し

っ
か
り
と
読
ん
で
い
こ
う
。「
励
ま
し
の
言
葉
を

一
生
懸
命
考
え
」
や
「
楽
観
し
て
い
れ
ば
い
い
」

と
あ
る
よ
う
に
、
励
ま
す
意
図
で
こ
の
発
言
を

し
て
い
る
と
読
み
と
ろ
う
。
イ
は
仕
事
を
促
し



て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
不
適
。
ウ
は
餓
え

て
死
ぬ
こ
と
の
心
配
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
る

わ
け
で
は
な
い
の
で
不
適
。
エ
は
実
家
に
帰
っ

て
き
て
も
良
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
不

適
。 

 

問
六 

要
旨
（
主
題
）
の
理
解 

電
話
が
終
わ
っ
た
後
の
厚
子
と
の
会
話
で
も

互
い
が
笑
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
状
況
で
も

二
人
は
楽
し
め
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
翌
日
か

ら
の
厚
子
の
弁
当
も
作
る
こ
と
を
提
案
し
、
そ

れ
に
向
け
た
準
備
に
取
り
掛
か
る
姿
か
ら
も
、

こ
の
生
活
に
対
し
て
、
さ
ら
に
前
向
き
に
過
ご

そ
う
と
し
て
い
る
心
情
を
推
測
し
た
い
。
行
動

か
ら
心
情
を
考
え
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
、
し
っ
か
り
と
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を

積
も
う
。
ア
は
厚
子
へ
の
心
情
が
不
適
。
二
人

と
も
今
の
生
活
を
楽
し
ん
で
お
り
、「
家
長
の
責

任
」
も
二
人
の
間
で
は
冗
談
と
し
て
流
せ
て
い

る
。
イ
は
祐
輔
が
疲
れ
て
い
る
と
い
う
描
写
は

な
い
。
ウ
は
料
理
で
生
計
を
立
て
よ
う
と
し
て

い
る
描
写
は
な
く
不
適
。 

 

問
七 

文
章
表
現
の
特
徴 

二
人
の
口
語
的
な
表
現
を
使
っ
た
会
話
を
通

し
て
、
心
情
を
示
し
て
い
く
の
が
特
徴
で
あ
る
。

普
段
の
日
常
で
使
わ
れ
る
よ
う
な
表
現
を
使
う

こ
と
に
よ
り
、
読
者
に
も
自
然
な
印
象
を
与
え

る
の
で
あ
る
。
イ
は
情
景
描
写
も
な
く
、
不
適
。

地
の
文
で
ど
の
よ
う
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
、

ど
の
視
点
で
書
か
れ
る
の
か
は
注
意
し
て
読
む

よ
う
に
し
よ
う
。
ウ
は
地
の
文
で
も
心
内
語
は

多
く
あ
る
の
で
不
適
。
エ
は
上
達
し
て
い
く
描

写
は
あ
っ
て
も
、
家
族
が
成
長
と
い
う
よ
う
な

描
写
は
な
い
の
で
不
適
。 

【
三
】
古
典
（
古
文
） 

〈
出
典
〉『
今
昔
物
語
集
』（
巻
二
十
四
の
十
六
） 

『
今
昔
物
語
集
』
は
平
安
時
代
末
期
に
成
立

し
た
と
見
ら
れ
る
説
話
集
。
日
本
最
大
の
説
話

集
で
作
者
は
未
詳
。
全
三
十
一
巻
、
一
〇
四
〇

話
。
仏
教
説
話
を
中
心
に
天
竺 

(

イ
ン
ド) 

、

震
旦 

(

中
国) 

、
本
朝
（
日
本
）
の
様
々
な
説

話
を
収
録
し
て
い
る
。 

 

問
一 

歴
史
的
仮
名
遣
い
の
理
解 

古
文
に
は
歴
史
的
仮
名
遣
い
と
い
う
現
代
語

と
異
な
る
表
記
が
見
ら
れ
る
。
語
頭
以
外
の
「
は

行
」
は
現
代
語
の
「
わ
行
」。「
む
」
は
「
ん
」
と

読
み
、「
ぢ
」
は
「
じ
」
で
あ
る
。
古
文
は
こ
れ

に
従
っ
て
読
む
。
よ
っ
て
、
ａ
「
恥
ぢ
」
は
「
は

じ
」。「
や
む
ご
と
な
し
」
は
「
や
ん
ご
と
な
し
」。

「
い
ひ
け
る
」
は
「
い
い
け
る
」
と
な
る
。
こ
の

歴
史
的
仮
名
遣
い
の
基
礎
を
お
ろ
そ
か
に
す
る

と
、
単
語
が
正
し
く
認
識
で
き
な
か
っ
た
り
、

語
句
の
切
れ
目
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
り
な
ど
読

解
す
る
上
で
の
様
々
な
問
題
が
生
じ
る
の
で
、

確
実
に
身
に
着
け
て
お
き
た
い
。 

 

問
二 

指
示
語
と
古
典
知
識 

中
国
で
作
ら
れ
た
「
陰
陽
五
行
説
」
に
基
づ

く
教
え
を
「
陰
陽
道
」
と
い
い
、
こ
の
考
え
方
を

基
礎
と
し
て
平
安
の
都
は
作
ら
れ
た
。
そ
し
て
、

こ
の
陰
陽
道
に
則
っ
て
占
い
な
ど
を
行
っ
た
の

が
、
陰
陽
師
達
で
あ
る
。
星
の
動
き
を
読
み
、
未

来
を
占
う
だ
け
で
は
な
く
、
超
常
的
な
能
力
や

霊
力
を
持
ち
、
不
思
議
な
術
を
使
っ
て
活
躍
し

た
。
晴
明
の
教
え
ら
れ
た
「
こ
の
道
」
と
は
、
前

文
の
陰
陽
師
の
教
え
の
こ
と
。
す
な
わ
ち
、「
陰



陽
道
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
い
に
限
ら
ず
、

古
典
に
は
現
代
と
は
全
く
異
な
る
常
識
や
、
古

文
特
有
の
知
識
が
必
要
と
な
る
場
合
が
多
い
。

便
覧
な
ど
を
し
っ
か
り
読
ん
で
基
本
的
な
知
識

を
身
に
着
け
て
お
こ
う
。 

 

問
三 

主
語
・
述
語
の
呼
応
関
係 

「
こ
こ
ろ
も
と
な
き
こ
と
な
か
り
け
る
」
と

は
「
心
配
な
こ
と
な
ど
何
一
つ
な
か
っ
た
」
と

い
う
意
味
に
な
る
。
そ
の
前
の
文
章
に
は
、
師

匠
の
忠
行
の
名
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
言
及
さ
れ

て
い
る
の
は
、
本
文
の
最
初
に
挙
げ
ら
れ
て
い

る
天
文
博
士
、「
安
倍
晴
明
」
の
こ
と
で
あ
る
。

忠
行
は
晴
明
の
師
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
本
文
を
確
認
す
る
と
「
こ
の
道
を
習

ひ
け
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
道
を
習
っ
た
の
は
、

そ
の
忠
行
が
教
え
を
授
け
た
弟
子
の
こ
と
だ
と

わ
か
る
の
で
、
答
え
は
「
イ
」
の
晴
明
が
正
解
と

な
る
。
古
文
で
は
よ
く
主
―
述
の
関
係
が
省
略

さ
れ
て
使
わ
れ
る
の
で
混
乱
し
て
し
ま
う
か
も

し
れ
な
い
が
、
前
後
の
文
脈
や
会
話
な
ど
の
や

り
取
り
な
ど
を
し
っ
か
り
確
認
し
て
主
語
と
述

語
の
対
応
を
し
っ
か
り
と
把
握
で
き
る
よ
う
に

し
よ
う
。 

 

問
四 

内
容
理
解
と
指
示
語 

前
の
「
晴
明
こ
れ
を
見
け
る
に
」
の
、
前
文
に

注
目
。
指
示
語
は
性
質
上
、
前
文
の
事
柄
を
指

し
示
す
場
合
が
多
い
。
指
示
語
の
問
題
で
は
ま

ず
初
め
に
全
文
を
確
認
す
る
癖
を
つ
け
て
お
こ

う
。
前
文
を
確
認
す
る
と
、「
晴
明
見
け
る
」
と

あ
る
の
で
「
こ
れ
」
が
指
し
て
い
る
の
は
、
そ
の

す
ぐ
あ
と
の
「
え
も
い
～
け
り
。」
と
な
る
。
よ

っ
て
正
解
は
「
え
も
い
～
け
り
。」
と
な
る
。
古

文
も
現
代
文
も
日
本
語
と
し
て
の
基
本
的
な
部

分
は
全
く
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
現
代
文
を
読

解
す
る
と
き
と
同
じ
く
、
接
続
語
な
ど
も
含
め
、

言
葉
の
性
質
を
踏
ま
え
た
論
理
的
な
読
解
を
目

指
そ
う
。 

 

問
五 

内
容
理
解
（
因
果
関
係
の
理
解
） 

「
去
り
難
く
思
ひ
て
」
と
は
、「
手
放
し
た
く

な
い
と
思
っ
た
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
前

文
を
読
み
、
出
来
事
を
時
系
列
順
に
整
理
し
、

因
果
関
係
を
し
っ
か
り
と
と
ら
え
な
く
て
は
い

け
な
い
。
ま
ず
「
そ
の
後
」
と
あ
る
の
で
、
前
文

の
出
来
事
を
読
む
と
、「
晴
明
こ
れ
を
～
」
と
あ

る
。
晴
明
は
鬼
を
発
見
し
、
こ
れ
を
忠
行
に
知

ら
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
忠
行
は
驚
き

て
（
目
覚
め
て
）、
身
を
隠
す
こ
と
が
で
き
た
の

で
あ
る
。
晴
明
が
い
な
け
れ
ば
、
忠
行
は
目
覚

め
ず
、
鬼
と
鉢
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ

う
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
晴
明
の
お
か
げ
で
難

を
逃
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
本
文
で
の
出
来
事

に
合
致
し
て
い
る
の
は
選
択
肢
「
ウ
」
の
み
。
よ

っ
て
答
え
は
「
ウ
」。 

 

問
六 

比
喩
（
文
学
的
表
現
）
の
理
解 

ま
ず
、
問
五
で
も
あ
っ
た
よ
う
に
、「
晴
明
を

去
り
難
く
思
い
て
」
と
は
「
手
放
し
た
く
な
い
」

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ま
た
、
晴
明
の
活
躍
に

よ
っ
て
鬼
か
ら
逃
げ
お
お
せ
る
こ
と
が
で
き
た

と
い
う
出
来
事
が
前
文
に
あ
る
。
さ
ら
に
は
、

「
瓶
の
水
を
そ
の
ま
ま
移
し
替
え
る
」
と
い
う

言
葉
の
意
味
に
も
注
目
し
た
い
。「
こ
の
道
を
教

え
る
」
際
に
、「
水
を
そ
の
ま
ま
移
す
」
の
だ
か

ら
、
意
味
と
し
て
は
『
自
分
の
持
っ
て
い
る
も

の
を
受
け
継
が
せ
る
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
渡



す
』
と
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
と
合
わ
せ

て
考
え
る
と
、
教
育
や
指
導
の
場
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
「
丁
寧
に
教
え
る
、
技
を
直
接
受
け
継

が
せ
る
」
意
味
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、

晴
明
の
活
躍
と
合
わ
せ
て
正
し
く
因
果
関
係
を

整
理
す
る
な
ら
ば
「
晴
明
が
活
躍
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
晴
明
へ
の
信
頼
を
強
く
し
た
結
果
、

晴
明
に
自
分
の
技
を
水
を
移
し
替
え
る
か
の
よ

う
に
熱
心
に
教
育
し
た
」
と
な
る
。
よ
っ
て
答

え
は
「
イ
」
と
な
る
。
問
五
・
問
六
と
も
共
通
し

て
言
え
る
こ
と
だ
が
、
古
典
の
物
語
で
あ
っ
て

も
、
現
代
文
の
小
説
と
同
じ
よ
う
に
多
義
語
は

登
場
す
る
し
、
文
脈
に
よ
っ
て
そ
の
言
葉
の
意

味
が
多
少
変
わ
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
同
じ
く
時
系
列
に
沿
っ
て
出
来
事
を
整

理
し
、
そ
の
う
え
で
読
解
す
る
と
い
う
基
本
も

変
わ
ら
な
い
。
因
果
関
係
を
問
う
問
題
で
は
そ

の
よ
う
な
点
に
注
意
し
よ
う
。 

 

問
七 

本
文
の
趣
旨 

前
述
し
た
と
お
り
、
本
文
の
内
容
・
出
来
事
、

登
場
人
物
の
心
情
な
ど
を
指
示
語
、
時
系
列
、

因
果
関
係
に
注
目
し
て
整
理
し
、
そ
の
う
え
で

丁
寧
に
一
つ
一
つ
検
討
し
て
い
こ
う
。
ま
ず
、

「
ア
」
は
「
古
の
～
恥
ぢ
ず
」
と
本
文
に
あ
る
の

で
、「
ひ
け
を
と
ら
な
か
っ
た
」
と
合
致
す
る
の

で
〇
。
次
に
「
イ
」
は
「
忠
行
、
車
の
内
に
し
て

よ
く
寝
入
り
に
け
る
に
～
」
と
あ
る
。
さ
ら
に

は
鬼
を
発
見
し
て
知
ら
せ
た
の
が
晴
明
で
あ
る

こ
と
か
ら
も
、「
忠
行
は
～
見
つ
け
た
」
が
合
致

し
な
い
の
で×

。「
ウ
」
は
「
平
ら
か
に
過
ぎ
に

け
る
」
が
晴
明
の
お
か
げ
で
難
を
逃
れ
た
出
来

事
と
合
致
す
る
の
で
〇
。「
エ
」
は
「
公
私
使
わ

れ
て
～
」
と
「
公
私
に
わ
た
り
重
用
さ
れ
た
」
と

い
う
内
容
と
合
致
す
る
の
で
〇
。
本
文
す
べ
て

の
内
容
を
一
度
に
問
う
問
題
と
い
う
こ
と
で
焦

っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

前
述
し
た
と
お
り
、
本
文
の
内
容
を
時
系
列
と

因
果
関
係
に
気
を
付
け
な
が
ら
整
理
で
き
て
い

れ
ば
楽
に
解
く
こ
と
が
で
き
る
。
現
代
文
の
小

説
と
同
じ
く
そ
う
い
っ
た
こ
と
に
気
を
つ
け
な

が
ら
読
む
習
慣
を
身
に
着
け
て
い
こ
う
。 

 

【
現
代
語
訳
例
】 

今
と
な
っ
て
は
昔
の
こ
と
だ
が
、
天
文
博
士
、

安
倍
晴
明
と
い
う
陰
陽
師
が
い
た
。
昔
の
陰
陽

師
達
に
も
引
け
を
と
ら
な
い
ほ
ど
の
す
ば
ら
し

い
陰
陽
師
で
あ
っ
た
。
幼
い
こ
ろ
、
賀
茂
忠
行

と
い
う
陰
陽
師
に
陰
陽
道
を
習
い
、
そ
の
腕
前

は
少
し
も
心
配
な
こ
と
が
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。 

 

さ
て
、
そ
の
晴
明
が
若
か
っ
た
こ
ろ
、
師
匠

で
あ
る
忠
行
が
下
京
へ
と
夜
に
歩
い
て
い
た
際
、

晴
明
は
御
供
を
し
て
牛
車
の
後
ろ
か
ら
徒
歩
で

つ
い
て
歩
い
て
い
た
。 

 

忠
行
は
車
の
内
で
よ
く
眠
っ
て
い
た
の
だ
が
、

晴
明
が
前
を
見
る
と
、
言
葉
で
は
言
い
表
せ
な

い
ほ
ど
の
恐
ろ
し
い
鬼
た
ち
が
車
に
向
か
っ
て

前
方
か
ら
向
か
っ
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

晴
明
は
こ
れ
を
見
て
大
変
驚
き
、
車
の
後
ろ

に
走
り
寄
っ
て
忠
行
を
起
こ
し
て
こ
の
こ
と
を

告
げ
た
。
そ
の
時
初
め
て
忠
行
は
目
覚
め
鬼
が

来
る
の
を
発
見
し
、
不
思
議
な
術
を
使
っ
て
す

ぐ
さ
ま
自
分
の
身
の
危
険
を
無
く
し
、
お
供
の

者
た
ち
の
身
を
隠
し
、
何
事
も
な
く
や
り
過
ご

す
こ
と
が
で
き
た
。 

 

そ
の
後
に
、
忠
行
は
晴
明
を
手
放
し
た
く
は

な
い
と
思
い
、
陰
陽
道
を
瓶
の
水
を
移
す
か
の

よ
う
に
熱
心
に
晴
明
に
教
え
た
。
そ
う
で
あ
っ



た
の
で
、
つ
い
に
は
、
晴
明
は
こ
の
陰
陽
師
の

道
に
つ
き
、
公
私
関
係
な
く
重
用
さ
れ
、
そ
の

活
躍
ぶ
り
は
た
い
そ
う
素
晴
ら
し
い
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
。 

 


