
こ
ん
に
ち
は
、
国
語
科
の
松
崎
で
す
。
前
回
の
問
題
、
い
か
が
で
し
た
か
？
今
回
は
解
説
編
で
す
。

ま
ず
は
問
題
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

つ
ぎ
の
Ａ
・
Ｂ
の
二
つ
の
文
章
は
、
い
づ
れ
も
平
定
文(

平
中)

に
つ
い
て
の
説
話
の
一
部
で
あ
る
。

後
の
問
に
答
え
よ
。

Ａ

今
は
昔
兵
衛
の
佐
平
の
定
文
と
い
ふ
人
有
り
け
り
。
字
を
は
平
中
と
な
む
い
ひ
け
る
。
品
も
い

す
け

あ
ざ
な

へ
い
ち
ゆ
う

し
な

や
し
か
ら
ず
、
形
有
様
も
う
る
は
し
か
り
け
り
。
け
は
ひ
な
ど
も
物
い
ひ
も
を
か
し
か
り
け
れ
ば
、
そ

の
こ
ろ
ほ
ひ
、
こ
の
平
中
に
勝
れ
た
る
者
世
に
無
か
り
け
り
。
か
か
る
者
な
れ
ば
、
人
の
妻
、
娘
い
か

め

に
い
は
む
や
、
宮
仕
へ
人
は
、
こ
の
平
中
に(

１)

物
い
は
れ
ぬ
は
無
く
ぞ
有
り
け
る
。
然
る
間
、
そ
の
時

に
本
院
の
大
臣
と
申
す
人
お
は
し
け
り
。
そ
の
家
に
侍
従
の
君
と
い
ふ
若
き
女
房
有
り
け
り
。
形
有
様

め
で
た
く
て
、
心
ば
へ
を
か
し
き
宮
仕
へ
人
に
て
な
む
有
り
け
る
。
平
中
か
の
本
院
の
大
臣
の
御
許
に

常
に
行
き
通
ひ
け
れ
ば
、
こ
の
侍
従
が
め
で
た
き
有
様
を
聞
き
て
、
年
来
え
も
い
は
ず
身
に
替
へ
て
懸

想
し
け
る
を
、
侍
従
消
息
の
返
事
を
だ
に
せ
ざ
り
け
れ
ば
、
平
中
、
歎
き
侘
び
て
、
消
息
を
書
き
て
遣

わ

や

り
た
り
け
る
に
、
た
だ
、
見
つ
と
ば
か
り
の
二
文
字
を
だ
に
見
せ
給
へ
と
、
く
り
返
し(

２)

泣
く
泣
く
と

書
き
て
遣
り
た
り
け
る
使
の
、
返
事
を
持
ち
て
帰
り
来
た
り
け
れ
ば
、
平
中(
３)

物
に
当
り
て
出
会
ひ
て
、

そ
の
返
事
を
急
ぎ
取
り
て
見
れ
ば
、
わ
が
消
息
に
、
見
つ
と
い
ふ
二
文
字
を
だ
に
見
せ
給
へ
と
書
き
て

遣
り
た
り
つ
る
、
そ
の
見
つ
と
い
ふ
二
文
字
を
破
り
て
、
薄
様
に
押
し
付
け
て
遣
り
た
る
な
り
け
り
。

平
中
こ
れ
を
見
る
に
、
い
よ
い
よ
妬
く
侘
し
き
事
限
り
な
し
。

ね
た

(

『
今
昔
物
語
集
』
に
よ
る)

Ｂ

今
は
昔
、
兵
衛
佐
定
文
を
ば
平
中
と
い
ふ
。
色
好
み
に
て
、
宮
仕
へ
人
は
更
な
り
、
人
の
妻
な
ど
、

忍
び
て
見
ぬ
は
な
か
り
け
り
。
思
ひ
か
け
て
文
や
る
程
の
人
の
、
な
び
か
ぬ
は
な
か
り
け
る
に
、
本
院

侍
従
と
い
ふ
は
、
村
上
の
御
母
后
の
女
房
な
り
。(

４)

世
の
色
好
み
に
て
あ
り
け
る
に
、
文
や
る
に
、
憎

か
ら
ず
返
事
は
し
な
が
ら
、
逢
ふ
事
は
な
か
り
け
り
。

(

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
よ
る)

 



問
一

Ａ
・
Ｂ
の
文
章
を
比
較
す
る
と
、
平
中
の
求
愛
に
対
す
る
侍
従
の
反
応
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
そ
の
相
違
を
の
べ
よ
。

問
二

傍
線
部(

１)

・(

３)

を
解
釈
せ
よ
。

問
三

傍
線
部(
２)
の｢

泣
く
泣
く｣

を｢

泣
き
泣
き｣

と
変
え
る
と
、
ど
の
よ
う
に
意
味
が
変
わ
る
か
、

わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

問
四

Ａ
の
文
章
で
、
侍
従
は
平
中
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
返
事
の
仕
方
を
し
た
の
か
、
本
文
に
即
し

て
具
体
的
に
説
明
せ
よ
。

問
五

傍
線
部(

４)

の｢

世
の
色
好
み
に
て
あ
り
け
る
に｣

に
つ
い
て
、

(

イ)｢

世
の
色
好
み｣

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
説
明
せ
よ
。

(

ウ)｢

色
好
み｣

な
ら
ば
、
普
通
、
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
か
、
説
明
せ
よ
。

《
解
説
》

平
定
文
（｢

平
貞
文｣

と
も
表
記
さ
れ
ま
す
）
に
つ
い
て
の
お
話
で
す
ね
。
彼
を
主
人
公
と
し
た
『
平
中

物
語
』
は
入
試
で
よ
く
見
か
け
ま
す
。『
伊
勢
物
語
』
と
同
じ
ジ
ャ
ン
ル
の｢

歌
物
語｣
で
、
省
略
さ
れ

た
語
を
補
い
な
が
ら
し
っ
か
り
と
読
み
、
和
歌
を
解
釈
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
彼
は
色
好
み
で
有
名

で
、『
平
中
物
語
』
も
彼
の
恋
愛
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
溢
れ
て
い
ま
す
。
簡
単
な
文
学
史
の
知
識
が
あ
れ
ば
、

｢

今
回
は
平
中
の
ど
ん
な
恋
愛
の
話
か
な
？｣

と
考
え
な
が
ら
文
章
を
読
む
こ
と
が
出
来
る
と
思
い
ま

す
。

今
回
は
、
そ
の
定
文
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
二
つ
の
文
章
で
す
ね
。
順
に
確
認
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
、
Ａ
の
文
か
ら
。

｢

今
は
昔
兵
衛
の
佐
平
の
定
文
と
い
ふ
人
有
り
け
り
。
字
を
は
平
中
と
な
む
い
ひ
け
る
。
品
も
い
や

す
け

あ
ざ
な

へ
い
ち
ゆ
う

し
な

し
か
ら
ず
、
形
有
様
も
う
る
は
し
か
り
け
り
。｣

冒
頭
で
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
設
定
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。｢

兵
衛
の
佐｣

と
い
う
の
は
、｢

兵
衛
府｣

と
い
う
宮

中
の
警
護
や
行
幸
の
お
供
を
行
う
人
々
が
勤
め
る
役
所
で
、｢

佐｣

と
い
う
の
は
そ
の
次
官
の
こ
と
で
す
。

｢

字｣

は
漢
文
で
お
な
じ
み
の
表
現
で
す
ね
。
古
文
で
出
て
き
た
時
に
は
、｢

他
人
が
呼
び
習
わ
し
て
い

あ
ざ
な

る
呼
び
方｣

く
ら
い
に
考
え
て
お
け
ば
良
い
で
し
ょ
う
。

 



人
間
に
対
し
て｢

品｣

は｢

身
分｣

や｢

品
位｣

と
い
っ
た
訳
出
を
す
る
の
が
適
当
で
す
。
こ
の
平
中
は
、
桓

武
天
皇
の
玄
孫
に
あ
た
る
人
で
、
臣
籍
降
下
し
て
平
姓
を
賜
り
ま
し
た
。
も
と
を
た
だ
せ
ば
身
分
が
高

い
人
な
の
で
す
ね
！

ま
た
、｢

形｣

＝｢

容
貌｣

も
、｢

有
様｣

＝｢

振
る
舞
い｣

も
、｢

う
る
は
し｣

と
い
う
人
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

｢

う
る
は
し｣

は
、
き
ち
ん
と
整
っ
た
美
し
さ
を
表
現
す
る
と
き
に
使
い
ま
す
。｢

立
派
だ
・
端
正
だ
・

本
格
的
で
あ
る｣

等
の
訳
出
が
思
い
浮
か
べ
ば
良
い
で
し
ょ
う
。
今
回
は
、
彼
の
見
た
目
や
行
動
に
つ

い
て
説
明
し
て
い
る
箇
所
で
す
の
で
、｢

端
正
だ｣

が
一
番
し
っ
く
り
く
る
と
思
い
ま
す
。

｢

け
は
ひ
な
ど
も
物
い
ひ
も
を
か
し
か
り
け
れ
ば
、
そ
の
こ
ろ
ほ
ひ
、
こ
の
平
中
に
勝
れ
た
る
者
世
に

無
か
り
け
り
。｣

平
中
は
、｢

け
は
ひ｣

＝｢

様
子
・
品
位｣
、｢

物
い
ひ｣

＝｢

言
葉
遣
い｣

も
素
晴
ら
し
い
人
だ
っ
た
の
で
す

ね
。
で
す
か
ら
、｢

そ
の
こ
ろ
ほ
ひ｣
＝｢
当
時｣

、
平
中
に
勝
る
人
は
世
間
に
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

顔
立
ち
が
整
っ
て
い
て
、
振
る
舞
い
も
優
雅
で
、
物
言
い
も
う
っ
と
り
す
る
ほ
ど
の
人
。
そ
れ
に
加
え

て
天
皇
家
の
血
筋
。
平
安
時
代
に｢

素
晴
ら
し
い｣
と
言
わ
れ
る
た
め
の
条
件
が
ぎ
ゅ
っ
と
凝
縮
し
た
よ

う
な
人
物
で
す
ね
。

｢

か
か
る
者
な
れ
ば
、
人
の
妻
、
娘
い
か
に
い
は
む
や
、
宮
仕
へ
人
は
、
こ
の
平
中
に(

１)

物
い
は
れ
ぬ

め

は
無
く
ぞ
有
り
け
る
。｣

傍
線
部
が
出
て
き
ま
し
た
。
傍
線
を
構
成
し
て
い
る
単
語
自
体
は
難
し
い
言
葉
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
品

詞
分
解
す
る
と
、「
物
／
い
は(

言
ふ)

／
れ(

る)

／
ぬ(

ず)

／
は
／
無
く(
無
し)

／
ぞ
／
有
り
／
け
る
」。

注
目
す
べ
き
は
、
動
詞
「
言
ふ
」
で
す
。「
平
中
に
話
し
か
け
ら
れ
な
い
も
の
は
無
か
っ
た
」
と
解
釈

し
て
し
ま
う
と
、
平
中
は
た
だ
の
お
し
ゃ
べ
り
好
き
に
な
っ
て
し
ま
す
。「
平
中
に
話
題
に
さ
れ
な
い

も
の
は
無
か
っ
た
」
だ
と
、
平
中
が
噂
好
き
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

顔
立
ち
が
整
っ
て
い
て
、
振
る
舞
い
も
優
雅
で
、
物
言
い
も
う
っ
と
り
す
る
高
貴
な
人
。
そ
ん
な
人
が

話
題
と
な
る
方
面
と
言
え
ば
「
恋
愛
」
で
す
。

動
詞
「
言
う
」
に
は
、「
求
愛
す
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
今
で
言
う
、「
言
い
寄
る
」
の
イ
メ

ー
ジ
で
す
。
人
妻
で
あ
っ
て
も
、
誰
で
あ
っ
て
も
、
平
中
に
求
愛
さ
れ
な
か
っ
た
者
は
い
な
か
っ
た
、

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

「
然
る
間
、
そ
の
時
に
本
院
の
大
臣
と
申
す
人
お
は
し
け
り
。
そ
の
家
に
侍
従
の
君
と
い
ふ
若
き
女
房

有
り
け
り
。
形
有
様
め
で
た
く
て
、
心
ば
へ
を
か
し
き
宮
仕
へ
人
に
て
な
む
有
り
け
る
。」

平
中
が
、
そ
ん
な
風
に
あ
ら
ゆ
る
女
性
を
口
説
い
て
い
た
頃
の
こ
と
。「
本
院
の
大
臣(

藤
原
時
平)

」

と
い
う
人
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
日
本
史
の
知
識
が
な
く
て
も
、「
大
臣
」
と
書
い
て
あ
る
の
で

と
て
も
身
分
が
高
い
人
だ
と
分
か
り
ま
す
ね
。
身
分
の
高
い
人
は
、
お
手
伝
い
さ
ん
を
雇
い
ま
す
。「
女

房
」
と
い
う
の
が
、
そ
の
お
手
伝
い
さ
ん
で
す
。「
女
房
」
と
い
う
と
、
現
在(

江
戸
く
ら
い
の
文
章)

で
は
奥
さ
ん
の
こ
と
を
指
し
ま
す
が
、
古
文
の
世
界
で
登
場
す
る
「
女
房
」
は
、「
貴
人
に
仕
え
る
女

性
」
と
思
っ
て
下
さ
い
。
そ
ん
な
女
房
の
一
人
に
、「
侍
従
の
君
」
と
い
う
若
い
女
性
が
い
ま
し
た
。

彼
女
も
平
中
と
同
様
に
、「
形
有
様
め
で
た
く
て
」
＝
「
容
姿
、
振
る
舞
い
が
素
晴
ら
し
く
て
」、「
心

ば
へ
」
＝
「
気
立
て
」
も
す
ぐ
れ
て
い
る
人
で
し
た
。

 



※
「
宮
仕
え
人
」
と
は
、
通
常
は
「
宮
中
に
仕
え
て
い
る
人
」
を
指
し
ま
す
が
、「
貴
人
の
邸
に
仕
え

る
人
」
を
指
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
今
回
、
侍
従
の
君
は
大
臣
の
邸
に
仕
え
る
人
と
い
う
こ
と
で
、「
宮

仕
え
人
」
と
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
平
中
か
の
本
院
の
大
臣
の
御
許
に
常
に
行
き
通
ひ
け
れ
ば
、
こ
の
侍
従
が
め
で
た
き
有
様
を
聞
き
て
、

年
来
え
も
い
は
ず
身
に
替
へ
て
懸
想
し
け
る
を
、」

主
人
公
の
平
中
に
も
う
一
度
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
が
当
た
り
ま
す
。
彼
は
、
大
臣
の
邸
に
い
つ
も
通
っ
て

い
た
の
で
、
侍
従
の
素
晴
ら
し
い
様
子
と
い
う
の
を
聞
き
つ
け
る
機
会
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
何
年

も
、
何
と
も
言
え
ず
激
し
く
彼
女
を
恋
い
慕
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
素
敵
な
女
性
が
居
る
と
聞
け
ば
、

容
貌
を
直
接
見
な
く
て
も
恋
い
焦
が
れ
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
の
が
、
い
か
に
も
平
安
貴
族
ら
し
い

で
す
ね
。

「
侍
従
消
息
の
返
事
を
だ
に
せ
ざ
り
け
れ
ば
、」

平
安
時
代
の
恋
は
、
手
紙
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
男
が
手
紙
を
送
り
、
女
が
１
％
で
も
そ
の
恋
愛
が
「
ア

リ
」
だ
と
思
え
ば
、
辛
辣
な
内
容
で
あ
っ
て
も
お
返
事
が
来
る
の
が
普
通
で
す
。

で
も
、
こ
の
侍
従
は
、
平
中
か
ら
の
手
紙
に
お
返
事
さ
え
し
ま
せ
ん
で
し
た
。「
あ
な
た
と
の
お
付
き

合
い
は
、
断
固
Ｎ
Ｇ
」
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

「
平
中
、
歎
き
侘
び
て
、
消
息
を
書
き
て
遣
り
た
り
け
る
に
、
た
だ
、
見
つ
と
ば
か
り
の
二
文
字
を
だ

わ

や

に
見
せ
給
へ
と
、
く
り
返
し(

２)

泣
く
泣
く
と
書
き
て
」

お
返
事
が
来
な
け
れ
ば
、
次
の
手
の
打
ち
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
平
中
は
、
何
度
も
お
手
紙
を
書
き
ま

す
。「
そ
も
そ
も
手
紙
は
彼
女
に
届
い
て
い
る
の
か
」「
開
封
さ
れ
ず
に
捨
て
ら
れ
て
い
る
の
じ
ゃ
無
い

か
」
そ
ん
な
思
い
が
平
中
の
中
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。「
見
つ
」
＝
「
見
た
」
と
だ
け
、
せ
め
て
そ

の
二
文
字
だ
け
で
も
く
だ
さ
い
と
、
切
実
に
手
紙
に
書
き
ま
し
た
。

傍
線
部(

２)

、「
泣
く
泣
く
」
を
「
泣
き
泣
き
」
と
変
え
た
場
合
の
解
釈
の
差
を
考
え
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
。
も
ち
ろ
ん
、
見
た
目
が
変
わ
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
文
法
的
に
ま
ず
は
変
化
を
理
解
し
、
そ
の

後
に
意
味
の
変
化
を
捉
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。「
泣
く
泣
く
」
は
、
動
詞
「
泣
く
」
の
終
止
形(

連
体
形)

が
重
ね
て
使
用
さ
れ
て
お
り
、「
泣
き
泣
き
」
は
、
動
詞
「
泣
く
」
の
連
用
形
が
重
ね
て
使
用
さ
れ
て

い
ま
す
ね
。

連
用
形
と
は
、ど
の
よ
う
な
時
に
使
う
形
で
し
ょ
う
か
？
…
用
言
が
続
く
時
に
使
用
さ
れ
る
形
で
す
ね
。

で
は
、
平
中
は
「
泣
き
泣
き
」
何
を
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
？
も
ち
ろ
ん
、
手
紙
を
書
い
て
い
ま
す
よ

ね
。「
泣
き
泣
き
」
で
あ
れ
ば
、「(

く
り
返
し)

泣
き
な
が
ら
手
紙
を
書
い
て
い
る
」
と
い
う
意
味
に
な

る
の
で
す
。

で
は
、
終
止
形
は
？
文
が
終
わ
る
と
き
に
使
わ
れ
る
形
で
す
よ
ね
。「(

く
り
返
し)

泣
い
て
い
ま
す
」

と
い
う
の
が
伝
え
た
い
内
容
と
な
り
ま
す
ね
。

(

連
体
形
は
、
体
言
が
続
く
形
で
す
が
、
適
当
な
体
言
が
補
え
ま
せ
ん
か
ら
、
今
回
は
不
適
と
考
え
ま

し
ょ
う)

 



「
遣
り
た
り
け
る
使
の
、
返
事
を
持
ち
て
帰
り
来
た
り
け
れ
ば
、
平
中(

３)

物
に
当
り
て
出
会
ひ
て
、」

「
見
た
、
と
だ
け
で
も
返
事
を
く
だ
さ
い
」
と
い
う
思
い
が
伝
わ
っ
た
の
か
、
お
手
紙
を
持
っ
て
行
っ

た
使
い
の
者
が
、
と
う
と
う
返
事
を
持
っ
て
帰
っ
て
き
ま
し
た
！

傍
線
部
の
解
釈
問
題
で
す
が
、「
出
会
ひ
て
」
を
「
使
い
の
者
に
出
会
っ
て
」
と
考
え
て
し
ま
う
と
よ

く
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
ね
。
よ
く
分
か
ら
な
い
語
は
、
分
解
し
て
考
え
て
み
る
の
も
一
つ

の
手
法
で
す
。「
出
／
会
ひ
／
て
」
と
考
え
る
と
、
平
中
は
「
物
に
当
り
て
出(

て)

、(

使
い
の
者
に)

会
ひ
て
」
と
解
釈
で
き
ま
す
。
部
屋
の
中
に
い
た
平
中
が
、「
お
返
事
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
報
告
し
た

で
あ
ろ
う
使
い
の
者
の
声
を
聞
き
、
慌
て
て
部
屋
か
ら
「
出
て
」
く
る
ん
で
す
ね
。
そ
の
と
き
、「
物

に
当
り
て
」
と
い
う
状
態
だ
っ
た
の
で
す
か
ら
、
床
に
置
い
て
あ
っ
た
箱
や
ら
、
調
度
品
の
角
に
足
や

頭
を
あ
ち
こ
ち
ぶ
つ
け
た
、
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
周
囲
を
よ
く
見
る
余
裕
も
な
く
、
焦
っ
て

い
る
様
子
が
伝
わ
り
ま
す
ね
。
こ
こ
か
ら
、「
物
に
当
た
る
」
で
「
あ
わ
て
ふ
た
め
く
」
と
い
う
意
味

が
生
ま
れ
ま
し
た
。
辞
書
に
も
載
っ
て
い
る
表
現
で
す
が
、
暗
記
で
対
処
す
る
の
は
難
し
い
と
思
う
の

で
、
状
況
を
つ
か
ん
だ
上
で
答
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

よ
っ
て
、
傍
線
部(

３)

の
解
釈
は
、「
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
ぶ
つ
か(

る
ほ
ど
焦)

っ
て
」
が
正
解
と
な
り

ま
す
。

「
そ
の
返
事
を
急
ぎ
取
り
て
見
れ
ば
、
わ
が
消
息
に
、
見
つ
と
い
ふ
二
文
字
を
だ
に
見
せ
給
へ
と
書
き

て
遣
り
た
り
つ
る
、
そ
の
見
つ
と
い
ふ
二
文
字
を
破
り
て
、
薄
様
に
押
し
付
け
て
遣
り
た
る
な
り
け
り
。

平
中
こ
れ
を
見
る
に
、
い
よ
い
よ
妬
く
侘
し
き
事
限
り
な
し
。」

ね
た

問
四
に
も
関
わ
る
箇
所
で
す
ね
。
侍
従
か
ら
の
返
事
を
ど
き
ど
き
し
な
が
ら
平
中
は
開
き
ま
す
。
す
る

と
…
。

「
自
分
の
手
紙
に
、『
見
つ(

見
た)

と
い
う
二
文
字
だ
け
で
も
お
見
せ
く
だ
さ
い
』
と
書
い
て
送
っ
た

が
、
そ
の
『
見
た
』
と
い
う
二
文
字
を
破
っ
て
、
和
紙
に
押
し
つ
け
て
送
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
」

よ
っ
て
、
彼
女
の
返
事
の
仕
方
は
、「
平
中
が
手
紙
に
書
い
た
『
見
つ
』
と
い
う
文
字
を
破
っ
て
和
紙

に
貼
り
付
け
た
も
の
を
返
事
と
し
た
」
と
答
え
れ
ば
良
い
で
し
ょ
う
。

そ
の
返
事
を
見
た
平
中
は
、
ま
す
ま
す
悔
し
く
つ
ら
い
気
持
ち
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

続
い
て
、
Ｂ
の
文
に
い
き
ま
し
ょ
う
。

「
今
は
昔
、
兵
衛
佐
定
文
を
ば
平
中
と
い
ふ
。
色
好
み
に
て
、
宮
仕
へ
人
は
更
な
り
、
人
の
妻
な
ど
、

忍
び
て
見
ぬ
は
な
か
り
け
り
。
思
ひ
か
け
て
文
や
る
程
の
人
の
、
な
び
か
ぬ
は
な
か
り
け
る
に
、」

冒
頭
の
平
中
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
設
定
は
、
Ａ
の
文
と
ほ
ぼ
変
わ
り
ま
せ
ん
ね
。

ポ
イ
ン
ト
と
な
る
単
語
と
し
て
は
「
見
る
」
で
し
ょ
う
か
。

「
見
る
」
に
は
「
見
る
」「
処
置
す
る
・
世
話
を
す
る
」
の
ほ
か
に
「
結
婚
す
る
」
と
い
う
意
味
が
あ

り
ま
す
が
、
平
中
が
「
人
の
妻
」
と
結
婚
す
る
と
い
う
の
は
ち
ょ
っ
と
変
で
す
。
当
時
は
あ
く
ま
で
「
一

夫
多
妻
」
で
あ
っ
て
、「
一
妻
多
夫
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
こ
こ
で
の
「
見
る
」
は
、「
結
婚
す

る
」
で
は
な
く
、「
異
性
と
し
て
の
関
係
を
持
つ
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
解
釈
し
て
も
ら
え
れ
ば
良
い
で
し

ょ
う
。

平
中
に
手
紙
を
送
ら
れ
た
人
は
、
皆
、
平
中
に
な
び
い
て
い
ま
し
た
。

 



「
本
院
侍
従
と
い
ふ
は
、
村
上
の
御
母
后
の
女
房
な
り
。(

４)

世
の
色
好
み
に
て
あ
り
け
る
に
、
文
や
る

に
、
憎
か
ら
ず
返
事
は
し
な
が
ら
、
逢
ふ
事
は
な
か
り
け
り
。」

本
院
の
大
臣
の
も
と
に
い
た
「
侍
従
」
と
い
う
女
房
が
こ
こ
で
も
登
場
し
ま
す
。
そ
の
侍
従
、「
世
の

色
好
み
に
て
あ
り
け
る
に
」
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
色
好
み
」
は
、「
風
流
を
好
む
こ
と
」
と
「
恋
愛
を
好
む
こ
と
」
の
ど
ち
ら
に
も
解
釈
で
き
る
語
で

す
の
で
、
文
脈
で
判
断
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
今
回
は
、「
文
や
る
に
、
憎
か
ら
ず
返
事
は
し
な
が

ら
、
逢
ふ
事
は
な
か
り
け
り(

手
紙
を
送
る
と
、
感
じ
よ
く
返
事
を
す
る
も
の
の
、
逢
う
こ
と
が
な
い)

」

と
続
き
ま
す
の
で
、
男
女
の
恋
愛
の
場
面
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
分
か
り
ま
す
。

侍
従
は
、
恋
愛
を
好
む
女
で
あ
っ
た
の
に
、(

そ
し
て
、
男
か
ら
の
手
紙
に
返
事
は
す
る
の
に)

逢
う
こ

と
が
な
か
っ
た
と
い
う
不
思
議
な
女
性
だ
っ
た
の
で
す
。

傍
線
部(

４)

に
つ
い
て
は
、(

イ)
「
恋
愛
を
好
む
人
」、(

ウ)

「
男
の
誘
い
に
応
え
、
逢
瀬
を
重
ね
る
」

と
い
う
解
答
に
落
ち
着
く
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
、
問
一
に
つ
い
て
で
す
。
Ａ
と
Ｂ
の
文
で
、
平
中
に
対
す
る
侍
従
の
反
応
に
は
ど
の
よ
う
な
相

違
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
文
に
お
け
る
侍
従
の
反
応
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に

な
り
ま
す
。

Ａ
…
手
紙
を
無
視
す
る
。
返
事
を
し
て
も
平
中
の
手
紙
の
一
部
を
破
っ
た
物
を
貼
り
付
け
て
い
る
。

Ｂ
…
感
じ
の
良
い
返
事
を
す
る
が
、
逢
う
こ
と
は
し
な
い
。

特
に
Ａ
の
内
容
に
つ
い
て
抽
象
化
し
、

「
Ａ
は
、
平
中
か
ら
の
手
紙
を
無
視
し
続
け
、
自
筆
の
返
事
さ
え
書
か
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
Ｂ
は
、

手
紙
へ
の
返
事
は
感
じ
が
良
い
も
の
の
、
逢
う
こ
と
は
無
い
」
と
ま
と
め
れ
ば
良
い
で
し
ょ
う
。

平
中
を
振
り
続
け
た
侍
従
。
実
は
こ
の
二
人
の
話
に
は
続
き
が
あ
り
ま
す
。

思
い
詰
め
た
平
中
が
起
こ
し
た
驚
き
の
行
動
と
、
そ
れ
に
対
す
る
奇
想
天
外
な
侍
従
の
反
応
が
見
物
で

す
。
興
味
が
あ
れ
ば
有
名
な
話
で
す
の
で
す
ぐ
見
つ
か
る
と
思
い
ま
す
。
是
非
探
し
て
み
て
下
さ
い
ね
。

《
解
答
》

問
一

Ａ
は
、
平
中
か
ら
の
手
紙
を
無
視
し
続
け
、
自
筆
の
返
事
さ
え
書
か
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
Ｂ

は
、
手
紙
へ
の
返
事
は
感
じ
が
良
い
も
の
の
、
逢
う
こ
と
は
無
い
。

問
二(

１)

平
中
に
求
愛
さ
れ
な
か
っ
た
者
は
い
な
か
っ
た

(

２)

あ
ら
ゆ
る
も
の
に
ぶ
つ
か(

る
ほ
ど
焦)

っ
て

問
三

「(

く
り
返
し)

泣
い
て
い
る
」
と
い
う
意
味
か
ら
、「(

く
り
返
し)

泣
き
な
が
ら
手
紙
を
書
い

て
い
る
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。

問
四

平
中
が
手
紙
に
書
い
た
「
見
つ
」
と
い
う
文
字
を
破
っ
て
和
紙
に
貼
り
付
け
て
返
事
と
し
た
。

問
五(

イ)

「
恋
愛
を
好
む
人
」

(

ウ)

「
男
の
誘
い
に
応
え
、
逢
瀬
を
重
ね
る
」

 


