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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
よ
。（
設
問
の
都
合
上
、
文
章
に
は
改
変
し
た
箇
所
が
あ
る
。）

店
で
商
品
を
購
入
す
る
と
き
、
金
銭
と
の
交
換
が
行
わ
れ
る
。
で
も
、
バ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー
に
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
贈お
く

る
と
き
に
は
、
そ
の
対
価
が
支
払
わ
れ

る
こ
と
は
な
い
。
好
き
な
人
に
思
い
切
っ
て
、「
こ
れ
受
け
と
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
渡
し
た
と
き
、「
え
？
い
く
ら
だ
っ
た
の
？
」
と
財
布

か
ら
お
金
を
と
り
出
さ
れ
た
り
し
た
ら
、
た
い
へ
ん
なア
屈
辱
に
な
る
。

①
贈
り
物
を
も
ら
う
側
も
、
そ
の
場
で
は
対
価
を
払
わ
ず
に
受
け
と
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
「
渡
す
／
受
け
と
る
」
と
い
う
行
為

は
贈ぞ
う

与よ

で
あ
っ
て
、
売
買
の
よ
う
な
商
品
交
換
で
は
な
い
。
だ
か
ら
「
経
済
」
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

で
は
、
ホ
ワ
イ
ト
デ
ー
に
ク
ッ
キ
ー
の
お
返
し
が
あ
る
と
き
、
そ
れ
は
「
交
換
」
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
行
為
も
、
ふ
つ
う
は
贈
与
へ
の
「
返
礼
」
と

し
て
、
商
品
交
換
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
た
と
え
ほ
と
ん
ど
等
価
の
も
の
が
や
り
と
り
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
売
買
と
は
違
う
。
そ
う
考
え
ら
れ
て
い
る
。

商
品
交
換
と
贈
与
を
区
別
し
て
い
る
も
の
は
な
に
か
？

フ
ラ
ン
ス
の
社
会
学
者
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
は
、
そ
の
区
別
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
の
は
、
モ
ノ
の
や
り
と
り
の
あ
い
だ
に
差
し
は
さ
ま
れ
た	

「

Ⅰ

」
だ
とイ
シ
テ
キ
し
た
。

（　
　

Ａ　
　

）、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
も
ら
っ
て
、
す
ぐ
に
相
手
に
ク
ッ
キ
ー
を
返
し
た
と
し
た
ら
、
こ
れ
は
等
価
な
も
の
を
取と
り
ひ
き引
す
る
経
済
的
な
「
交
換
」

と
な
る
。（　
　

Ｂ　
　

）、
そ
の
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
代
金
に
相
当
す
る
ク
ッ
キ
ー
を
一
カ
月
後
に
渡
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
商
品
交
換
で
はａ
な
い
。
返
礼

と
い
う
「
贈
与
」
の
一
部
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
、
や
り
と
り
さ
れ
る
モ
ノ
の
「
等
価
性
」
はウ
フ
せ
ら
れ
、「
交
換
」
ら
し
さ
が
消
え
る
。

商
品
交
換
と
贈
与
を
分
け
て
い
る
も
の
は
時
間
だ
け
で
は
な
い
。
お
店
で
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
購
入
し
た
あ
と
、
そ
の
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
に
値
札
が
つ
い
て	

い
た
ら
、
か
な
ら
ず
そ
の
値
札
を
は
ず
す
だ
ろ
う
。（　
　

Ｃ　
　

）、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
箱
に
リ
ボ
ン
を
つ
け
た
り
、
そ
れ
ら
し
い
包
装
を
し
た
り
し
て
、

「
贈
り
物
ら
し
さ
」
を
演
出
す
る
に
ち
が
い
な
い
。

一
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店
の
棚
に
あ
る
値
札
の
つ
い
た
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
は
、
そ
れ
が
客
へ
の
「
贈
り
物
」
で
も
、
店
内
の
「
装
飾
品
」
で
も
な
く
、
お
金
を
払
っ
て
購
入
す
べ
き

「
商
品
」
だ
と
、
誰
も
疑
わｂ
な
い
。
で
も
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
商
品
を
購
入
し
て
、
贈
り
物
と
し
て
人
に
渡
す
と
き
に
は
、
そ
の
「
商
品
ら
し
さ
」
を
き
れ
い

に
そ
ぎ
落
と
し
て
、「
贈
り
物
」
に
仕
立
て
あ
げ
な
け
れ
ば
な
らｃ
な
い
。

な
ぜ
、
そ
ん
な
こ
と
が
必
要
に
な
る
の
か
？

ひ
と
つ
に
は
、
ぼ
く
ら
が
「

Ⅱ

／
経
済
」
と
「

Ⅲ

／
非
経
済
」
を
き
ち
ん
と
区
別
す
べ
き
だ
と
い
う
「
き
ま
り
」
に
と
て
も
忠
実

だ
か
ら
だ
。
こ
の
区
別
を
と
お
し
て
、
世
界
の
リ
ア
リ
テ
ィ
のエ
一
端
が
か
た
ち
づ
く
ら
れ
て
い
る
と
さ
え
い
え
る
。

（　
　

Ｄ　
　

）、
そ
れ
は
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
購
入
す
る
こ
と
と
、
プ
レ
ゼ
ン
ト
と
し
て
贈
る
こ
と
が
、
な
ん
ら
か
の
外
的
な
表
示
（
時
間
差
、
値
札
、
リ
ボ
ン
、

包
装
）
で
し
か
区
別
で
きｄ
な
い
こ
と
を
示
し
て
も
い
る
。

た
と
え
ば
、
バ
レ
ン
タ
イ
ン
の
日
に
コ
ン
ビ
ニ
の
袋
に
入
っ
た
板
チ
ョ
コ
を
レ
シ
ー
ト
と
と
も
に
渡
さ
れ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
が
な
に
を
意
図
し
て
い
る
の

か
、
戸
惑
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
で
も
同
じ
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
が
き
れ
い
に
包
装
さ
れ
て
リ
ボ
ン
が
つ
け
ら
れ
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
カ
ー
ド
な
ん
か
が
添
え
ら
れ
て
い

た
ら
、
た
と
え
中
身
が
同
じ
商
品
で
も
、
ま
っ
た
く
意
味
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
ほ
ん
の
表
面
的
な
「
印
」
の
違
い
が
、
歴
然
と
し
た
差
異
を
生
む
。

ぼ
く
ら
は
同
じ
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
が
人
と
人
と
の
あ
い
だ
で
や
り
と
り
さ
れ
る
こ
と
が
、
ど
こ
か
で
区
別
し
が
た
い
行
為
だ
と
感
じ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
②
わ
ざ
わ
ざ

「
商
品
ら
し
さ
」
や
「
贈
り
物
ら
し
さ
」
を
演
出
し
て
い
る
の
だ
。

ぼ
く
ら
は
人
と
の
モ
ノ
の
や
り
と
り
を
、
そ
の
つ
ど
経
済
的
な
行
為
に
し
た
り
、
経
済
と
は
関
係
の
な
い
行
為
に
し
た
り
し
て
い
る
。「
経
済
化
＝	

Ⅱ

ら
し
く
す
る
こ
と
」
は
、「
脱
経
済
化
＝

Ⅲ

に
す
る
こ
と
」
と
の
対
比
の
な
か
で
実
現
す
る
。
こ
う
や
っ
て
日
々
、
み
ん
な
が
一
緒

に
な
っ
て
「
経
済
／
非
経
済
」
を
区
別
す
る
と
い
う
「
き
ま
り
」
を
維
持
し
て
い
る
の
だ
。

（
松
村
圭
一
郎
『
う
し
ろ
め
た
さ
の
人
類
学
』
に
よ
る
）
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問
一　

二
重
傍
線
の
部
分
ア
「
屈
辱
」・
イ
「
シ
テ
キ
」・
ウ
「
フ
」・
エ
「
一
端
」
の
漢
字
は
そ
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
、
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
で
書
け
。

問
二　

傍
線
の
部
分
①
「
贈
り
物
を
も
ら
う
側
も
、
そ
の
場
で
は
対
価
を
払
わ
ず
に
受
け
と
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。」
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
を
文
章
の
中

の
言
葉
を
用
い
て
二
十
五
字
以
内
で
書
け
。（
句
読
点
を
含
む
。）

問
三　
（　

Ａ　

）～（　

Ｄ　

）
に
入
る
最
も
適
当
な
も
の
の
記
号
を
そ
れ
ぞ
れ
書
け
。

　
　

ア　

た
と
え
ば　
　
　

イ　

そ
し
て　
　
　

ウ　

だ
か
ら　
　
　

エ　

と
こ
ろ
が　
　
　

オ　

さ
ら
に

問
四　

Ⅰ

に
入
る
最
も
適
当
な
言
葉
を
文
章
の
中
か
ら
漢
字
二
字
で
抜
き
出
し
て
書
け
。

問
五　

波
線
の
部
分
ａ
～
ｄ
「
な
い
」
の
中
に
一
つ
だ
け
違
う
品
詞
が
あ
る
。
そ
の
記
号
を
書
け
。

問
六　

Ⅱ

・

Ⅲ

に
入
る
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
の
記
号
を
書
け
。　

　
　

ア　

Ⅱ　

客　
　
　
　

Ⅲ　

好
き
な
人

　
　

イ　

Ⅱ　

対
価　
　
　

Ⅲ　

取
引

　
　

ウ　

Ⅱ　

商
品　
　
　

Ⅲ　

贈
り
物

　
　

エ　

Ⅱ　

贈
与　
　
　

Ⅲ　

売
買
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問
七　

傍
線
の
部
分
②
「
わ
ざ
わ
ざ
『
商
品
ら
し
さ
』
や
『
贈
り
物
ら
し
さ
』
を
演
出
し
て
い
る
の
だ
。」
と
あ
る
が
、

　

⑴　

筆
者
が
考
え
る
Ａ
「
商
品
ら
し
さ
」
と
Ｂ
「
贈
り
物
ら
し
さ
」
の
演
出
を
、
そ
れ
ぞ
れ
文
章
の
中
の
言
葉
を
用
い
て
書
け
。

　

⑵　

次
の
ア
～
エ
の
行
為
は
、
筆
者
が
考
え
る
Ａ
「
商
品
ら
し
さ
」
と
Ｂ
「
贈
り
物
ら
し
さ
」
の
ど
ち
ら
に
あ
て
は
ま
る
か
。
適
当
な
も
の
の
記
号
を
そ
れ

ぞ
れ
書
け
。

　
　

ア　

旅
行
先
で
買
っ
た
お
土
産
品
に
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
カ
ー
ド
を
つ
け
て
渡
す
。

　
　

イ　

趣
味
で
描
い
た
油
絵
を
、
そ
の
画
像
を
添
付
し
て
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
出
す
。

　
　

ウ　

収
穫
し
た
農
作
物
を
、
ダ
ン
ボ
ー
ル
の
箱
に
入
れ
て
市
場
に
発
送
す
る
。

　
　

エ　

購
入
し
た
タ
オ
ル
に
の
し
紙
を
か
け
て
、
お
返
し
に
す
る
。

問
八　

筆
者
が
文
章
の
中
で
述
べ
て
い
た
課
題
は
何
か
。
最
も
適
当
な
も
の
の
記
号
を
書
け
。

　
　

ア　

な
ぜ
、
私
た
ち
は
バ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー
に
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
贈
る
の
か
。

　
　

イ　

な
ぜ
、
私
た
ち
は
世
界
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
一
部
で
も
か
た
ち
づ
く
る
の
か
。

　
　

ウ　

な
ぜ
、
私
た
ち
は
モ
ノ
の
や
り
と
り
を
す
る
の
か
。

　
　

エ　

な
ぜ
、
私
た
ち
は
「
経
済
／
非
経
済
」
を
区
別
す
る
の
か
。
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
よ
。（
設
問
の
都
合
上
、
文
章
に
は
改
変
し
た
箇
所
が
あ
る
。）

翌
々
日
の
午
前
、
遅
い
朝
食
の
食
卓
で
、
食
後
の
果
物
の
皮
を
剥む

い
て
い
た
妻
の
菊
枝
が
、

「
ゆ
く
ゆ
く
は
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
な
り
た
い
そ
う
だ
け
ど
…
…
。」

と
半
ば
独
り
言
の
よ
う
に
呟つ
ぶ
やい
た
。

馬ま
ぶ
ち淵

は
読
ん
で
い
た
朝
刊
か
ら
顔
を
上
げ
た
。
妻
が
誰
の
こ
と
を
い
っ
た
の
か
、
咄と

っ
さ嗟

に
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
い
う
言
葉
で
会
社
の	

デ
ザ
イ
ン
室
に
い
る
と
珠た

ま
こ子
が
い
っ
て
い
た
男
友
達
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
。

「
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
か
。
若
い
女
の
子
が
惹ひ

か
れ
そ
う
な
職
業
だ
な
。」

「
ど
ん
な
仕
事
を
す
る
ん
で
す
？
」

「
こ
っ
ち
も
く
わ
し
い
こ
と
は
知
ら
な
い
け
ど
、
写
真
と
か
絵
と
か
図
形
と
か
、
視
覚
にア
訴
え
る
よ
う
な
出
版
物
や
印
刷
物
の
、
デ
ザ
イ
ン
を
考
え
る
ん

じ
ゃ
な
い
の
か
な
。」

「
そ
れ
で
、
美
大
で
勉
強
し
た
の
ね
。」

「
美
大
を
出
て
る
の
か
。」

「
そ
う
で
す
っ
て
。」

「
へ
え
。
そ
れ
は
知
ら
な
か
っ
た
。」

「
あ
ら
、
珠
子
か
ら
く
わ
し
く
聞
い
た
ん
じ
ゃ
な
か
っ
た
ん
で
す
か
、
枝
村
さ
ん
の
こ
と
を
。」

「
枝
村
？　

そ
の
男
は
枝
村
っ
て
い
う
の
か
。」

ま
あ
、
と
妻
は
呆あ
き

れ
た
よ
う
に
彼
を
見
て
、
珠
子
の
男
友
達
の
名
は
枝
村
寛
と
い
う
の
だ
と
教
え
た
。

二
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「
枝
村
寛
か
。
白
紙
で
会
お
う
と
思
っ
て
、
な
に
も
訊き

か
ず
に
お
い
た
ん
だ
。」

「
で
も
、
あ
な
た
、
名
前
ぐ
ら
い
は
知
っ
て
て
あ
げ
な
い
と
。」

「
そ
う
か
。
枝
村
寛
だ
な
。
会
え
ば
名
乗
る
だ
ろ
う
が
、
ま
あ
、
憶お
ぼ

え
て
お
こ
う
。」

と
彼
は
い
っ
た
。

二
、三
日
し
て
、
珠
子
が
都
合
の
い
い
日
を
い
っ
て
き
た
。
今
週
の
土
曜
日
の
午
後
二
時
に
枝
村
を
案
内
し
て
く
る
と
い
う
。
そ
の
日
ま
で
、
三
日
ほ
ど
間

が
あ
っ
た
。
妻
は
美
容
院
へ
い
っ
て
き
た
。
彼
も
、
妻
に
う
る
さ
く
い
わ
れ
て
理
髪
店
へ
い
っ
て
き
た
。

「
娘
の
男
友
達
を
、
な
に
も
お
洒し
ゃ
れ落
し
て
迎
え
る
こ
と
は
な
い
と
思
う
が
ね
。」

彼
が
ぶ
つ
ぶ
つ
い
う
と
、

「
お
洒
落
じ
ゃ
な
く
て
、
こ
ざ
っ
ぱ
り
す
る
だ
け
で
す
よ
。」
と
妻
は
い
っ
た
。「
珠
子
だ
っ
て
、
む
さ
く
る
し
い
父
親
だ
と
思
わ
れ
た
く
な
い
じ
ゃ
あ
り	

ま
せ
ん
か
。」

彼
は
、
い
か
に
も
頭
髪
の
手
入
れ
に
不
熱
心
で
あ
っ
た
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
自
分
が
む
さ
く
る
し
い
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。

「①
髪
を
刈
っ
て
も
ら
っ
て
き
た
ば
か
り
、
と
い
う
ふ
う
に
は
見
え
な
い
よ
う
に
刈
っ
て
ね
。」

と
、
彼
は
鏡
の
前
の
椅
子
に
腰
を
下
ろ
し
て
か
ら
、
理
髪
店
の
主
人
に
頼
ん
だ
。

②
そ
の
日
が
き
た
。
彼
は
、
朝
ま
だ
暗
い
う
ち
に
目
が
醒さ

め
て
、
そ
れ
き
り
眠
れ
そ
う
に
も
な
い
の
で
、
起
き
て
そ
の
日
の
仕
事
に
取
り
掛
か
っ
た
。
仕
事

が
昼
前
に
片
付
く
と
、
あ
と
、
な
に
も
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
昼
食
は
い
つ
も
よ
り
軽
く
済
ま
せ
た
。

食
後
、
こ
ん
な
と
き
に
煙た
ば
こ草

が
吸
え
た
ら
、
と
か
、
飼
犬
の
カ
ポ
ネ
が
生
き
て
い
た
ら
、
と
か
思
い
な
が
ら
、
家
の
な
か
を
ぶ
ら
つ
い
た
あ
と
で
、
縁
側
か

ら
庭
をイ
ナ
ガ
め
て
い
る
う
ち
に
、
沓く

つ

脱ぬ
ぎ

石い
し

の
か
げ
に
ち
い
さ
な
薄
汚
れ
た
笊ざ

る

が
置
い
て
あ
る
の
に
彼
は
気
づ
い
た
。

彼
は
、
そ
の
笊
に
ま
だ
い
ち
ど
も
手
を
触
れ
た
こ
と
が
な
い
が
、
そ
れ
が
な
に
を
入
れ
る
笊
な
の
か
は
知
っ
て
い
る
。
庭
木
の
肥
料
に
す
る
魚
の
骨
を
溜た

め
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て
お
く
笊
で
あ
る
。
魚
の
骨
を
よ
くウ
カ
ン
ソ
ウ
さ
せ
て
か
ら
細
か
く
砕
き
、
こ
れ
を
衰
え
の
見
え
る
庭
木
の
根
元
に
埋
め
て
や
る
と
、
次
の
年
に
は
見
違
え

る
よ
う
な
勢
い
を
取
り
戻
し
、
前
の
年
の
倍
ぐ
ら
い
も
の
蕾つ
ぼ
みを

つ
け
る
の
で
あ
る
。

笊
に
は
、
少
量
の
骨
が
ひ
ろ
げ
て
あ
っ
た
。
彼
は
、
ふ
と
心
が
動
き
、
台
所
の
棚
か
ら
小
型
の
木き
づ
ち槌

を
持
っ
て
く
る
と
、
庭
へ
出
て
、
飛
び
石
の
上
で
魚
の

骨
を
砕
き
は
じ
め
た
。

間
も
な
く
、
家
の
な
か
か
ら
足
袋
で
畳
を
滑
っ
て
く
る
足
音
が
し
て
、
頭
の
上
か
ら
妻
の
声
が
降
っ
て
き
た
。

「
あ
ら
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
な
に
を
し
て
ら
っ
し
ゃ
る
の
？
」

見
れ
ば
わ
か
る
こ
と
だ
か
ら
、
彼
は
黙
っ
て
縁
側
か
ら
見
下
ろ
し
て
い
る
妻
の
顔
を
仰
い
だ
。

「
ど
う
し
て
今
日
み
た
い
な
日
に
…
…
。」
と
妻
は
目
を
大
き
く
し
て
い
っ
た
。「
大
事
な
お
客
が
あ
る
日
に
…
…
。
魚
臭
く
な
っ
ち
ゃ
う
で
し
ょ
う
？
」

妻
は
、
立
ち
上
が
っ
た
彼
に
子
供
の
悪い
た
ず
ら戯
を
咎と

が

め
る
よ
う
に
そ
う
い
っ
た
が
、③
そ
の
顔
は
気
を
揉も

ん
で
い
る
と
い
う
よ
り
も
い
さ
さ
か
薄
気
味
悪
そ
う

だ
っ
た
。
彼
は
木
槌
を
妻
に
渡
し
て
、
両
手
の
に
お
い
を
嗅か

い
で
み
た
。

「
こ
ん
な
に
お
い
は
石せ
っ
け
ん鹸
で
す
ぐ
落
ち
る
よ
。」

「
で
も
、
ど
う
し
て
突
然
こ
ん
な
こ
と
を
は
じ
め
た
ん
で
す
？
」

そ
れ
は
、
彼
自
身
に
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
口
籠ご
も

り
な
が
ら
洗
面
所
へ
手
を
洗
い
に
い
っ
た
。

珠
子
と
男
友
達
は
、
約
束
の
時
間
き
っ
か
り
に
玄
関
の
チ
ャ
イ
ム
を
鳴
ら
し
た
。
馬
淵
が
、
呼
び
に
き
た
妻
と
一
緒
に
応
接
間
へ
い
く
と
、
す
こ
し
間
隔
を

お
い
て
ソ
フ
ァ
に
並
ん
で
い
た
二
人
が
一
緒
に
立
ち
上
が
っ
た
。

「
や
あ
、
い
ら
っ
し
ゃ
い
。」

と
、④
馬
淵
は
い
つ
も
仕
事
の
客
を
迎
え
る
と
き
の
よ
う
に
気
さ
く
に
い
っ
た
。

珠
子
が
枝
村
を
紹
介
し
、
馬
淵
は
彼
と
初
対
面
の
挨
拶
を
し
た
。
枝
村
は
、
中ち
ゅ
う

肉に
く

中ち
ゅ
う

背ぜ
い

の
、エ
オ
ダ
や
か
な
顔
を
し
た
清
潔
そ
う
な
青
年
で
あ
っ
た
。
控
え

目
な
色
の
、
こ
ざ
っ
ぱ
り
と
し
た
身
な
り
も
悪
く
な
か
っ
た
。
馬
淵
は
内
心
ほ
っ
と
し
た
。
珠
子
に
は
似
合
い
の
相
手
に
思
わ
れ
た
。
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「
バ
イ
ク
が
趣
味
だ
っ
て
ね
。」

彼
は
、
横
長
※
１の

卓た
く
し子

を
は
さ
ん
で
枝
村
と
向
か
い
合
う
椅
子
に
腰
を
下
ろ
す
と
、
す
ぐ
そ
う
い
っ
た
。

「
は
あ
…
…
。」

と
枝
村
は
笑
っ
て
掌
て
の
ひ
らを

額
に
当
て
た
。

「
こ
な
い
だ
の
信
州
は
ど
う
だ
っ
た
？
」

ソ
フ
ァ
の
二
人
は
、
ち
ら
と
目
を
見
交
わ
し
た
。
珠
子
は
う
つ
む
き
、
枝
村
は
顔
を
赤
ら
め
た
。

馬
淵
は
、
も
し
か
し
た
ら
彼
が
、
お
嬢じ
ょ
うさ

ん
を
私
に
く
だ
さ
い
、
な
ど
と
紋※
２

切
型
の
こ
と
を
い
い
出
し
て
自
分
を
い
た
た
ま
れ
な
く
す
る
か
も
し
れ
な
い	

こ
と
を
、
お
そ
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
、
い
き
な
り
バ
イ
ク
の
話
な
ど
を
持
ち
出
し
て
相
手
の
口
を
封
じ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
は
、
珠
子
も
ま
じ
え
て
信
州
の
風
物
が
話
題
に
な
っ
た
。
馬
淵
は
、
八
ヶ
岳
のオ
山
麓
に
夏
の
仕
事
場
を
持
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
大
自
然
に

深
々
と
包
ま
れ
た
暮
ら
し
の
話
に
、
枝
村
は
す
っ
か
り
魅
了
さ
れ
た
よ
う
だ
っ
た
。

「
そ
の
う
ち
に
、
み
ん
な
で
お
い
で
よ
。」

と
馬
淵
は
い
っ
た
。

妻
は
、
仕
事
の
電
話
が
入
っ
て
い
る
と
呼
び
に
き
た
。
し
ば
ら
く
席
を
外
し
て
、
戻
ろ
う
と
す
る
と
、
珠
子
と
枝
村
の
ほ
か
に
、
思
い
が
け
な
く
も
次
女
の

志
穂
や
三
女
の
七
重
の
声
も
し
て
い
た
。
四
人
は
、
な
に
や
ら
楽
し
げ
に
語
り
合
っ
て
い
る
。

馬
淵
は
、
若
者
た
ち
の
団
欒ら
ん

の
邪
魔
を
せ
ぬ
よ
う
に
、
応
接
間
の
ド
ア
の
前
か
ら
引
き
返
し
た
。

「
ど
う
な
さ
っ
た
の
？
」

台
所
で
ケ
ー
キ
を
皿
に
切
り
分
け
て
い
た
妻
が
、⑤
怪け

げ
ん訝

そ
う
に
彼
を
見
た
。

「
応
接
間
な
ら
、
紅
茶
も
ケ
ー
キ
も
四
人
分
必
要
だ
よ
。」

「
四
人
分
、
と
い
う
と
？
」
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「
い
つ
の
間
に
か
、
志
穂
や
七
重
も
仲
間
に
入
っ
て
る
ん
だ
。」

ま
あ
、
と
妻
は
い
っ
た
。
彼
は
、
窓
辺
へ
い
っ
て
、
す
で
に
初
夏
を
思
わ
せ
る
蒸
れ
る
よ
う
な
空
気
を
吸
い
な
が
ら
、
肝
腎
な
こ
と
は
な
に
も
話
さ
な	

か
っ
た
な
、
俺
は
、
と
思
っ
た
。⑥
こ
れ
で
い
い
の
だ
、
と
も
思
っ
た
。

応
接
間
で
は
、
さ
か
ん
に
若
い
笑
い
声
が
湧わ

い
て
い
た
。

（
三
浦
哲
郎
『
燈
火
』
に
よ
る
）

　

※
１
「
卓
子
」…
テ
ー
ブ
ル
。

　

※
２
「
紋
切
型
」…
決
ま
っ
た
や
り
方
。

問
一　

二
重
傍
線
の
部
分
ア
「
訴
」・
イ
「
ナ
ガ
」・
ウ
「
カ
ン
ソ
ウ
」・
エ
「
オ
ダ
」・
オ
「
山
麓
」
の
漢
字
は
そ
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
、
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字

で
書
け
。

問
二　

熟
語
の
構
成
の
し
か
た
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
波
線
の
部
分
「
写
真
」
は
次
の
ど
れ
に
あ
た
る
か
。
適
当
な
も
の
の
記
号
を
書
け
。

　
　

ア　

同
じ
よ
う
な
意
味
の
漢
字
を
重
ね
た
も
の

　
　

イ　

反
対
ま
た
は
対
応
の
意
味
を
表
す
字
を
重
ね
た
も
の

　
　

ウ　

上
の
字
が
下
の
字
を
修
飾
し
て
い
る
も
の

　
　

エ　

下
の
字
が
上
の
字
の
目
的
や
対
象
を
示
し
て
い
る
も
の
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問
三　

傍
線
の
部
分
①
「
髪
を
刈
っ
て
も
ら
っ
て
き
た
ば
か
り
、
と
い
う
ふ
う
に
は
見
え
な
い
よ
う
に
刈
っ
て
ね
。」
と
話
し
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
と

し
て
最
も
適
当
な
も
の
の
記
号
を
書
け
。

　
　

ア　

妻
に
う
る
さ
く
い
わ
れ
て
理
髪
店
へ
来
た
の
が
悔
し
か
っ
た
か
ら
。

　
　

イ　

娘
に
む
さ
く
る
し
い
父
親
だ
と
思
わ
れ
た
く
な
か
っ
た
か
ら
。

　
　

ウ　

あ
ら
た
ま
っ
て
客
を
迎
え
て
い
る
よ
う
に
見
ら
れ
た
く
な
か
っ
た
か
ら
。

　
　

エ　

い
つ
も
頭
髪
の
手
入
れ
に
は
熱
心
で
こ
れ
以
上
こ
ざ
っ
ぱ
り
し
な
く
て
い
い
と
思
っ
た
か
ら
。

問
四　

傍
線
の
部
分
②
「
そ
の
日
が
き
た
。」
と
あ
る
が
、
ど
ん
な
日
が
き
た
の
か
。
文
章
の
中
の
言
葉
を
用
い
て
二
十
字
以
内
で
書
け
。

問
五　

傍
線
の
部
分
③
「
そ
の
顔
は
気
を
揉
ん
で
い
る
と
い
う
よ
り
も
い
さ
さ
か
薄
気
味
悪
そ
う
だ
っ
た
。」
か
ら
は
、「
妻
」
の
ど
の
よ
う
な
心
情
が
う
か
が

え
る
か
。
次
の
中
か
ら
適
当
で
な
い
も
の
の
記
号
を
一
つ
書
け
。

　
　

ア　

も
う
す
ぐ
気
を
遣
う
お
客
が
来
る
の
に
、
全
く
家
の
掃
除
を
手
伝
お
う
と
し
な
い
夫
へ
の
怒
り
。

　
　

イ　

普
段
は
笊
に
手
を
触
れ
る
こ
と
が
な
い
の
に
、
今
日
に
限
っ
て
魚
の
骨
を
砕
い
て
い
る
夫
の
行
動
へ
の
戸
惑
い
。

　
　

ウ　

夫
を
心
配
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
夫
の
考
え
が
分
か
ら
な
い
も
ど
か
し
さ
。

　
　

エ　

魚
臭
く
な
る
の
を
咎
め
る
と
い
う
よ
り
も
、
夫
の
時
間
の
過
ご
し
方
へ
の
驚
き
。
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問
六　

傍
線
の
部
分
④
「
馬
淵
は
い
つ
も
仕
事
の
客
を
迎
え
る
と
き
の
よ
う
に
」
と
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
表
現
技
法
を
何
と
い
う
か
。
適
当
な
も
の
の
記
号

を
書
け
。

　
　

ア　

対
句

　
　

イ　

直
喩

　
　

ウ　

隠
喩

　
　

エ　

擬
人
法

問
七　

傍
線
の
部
分
⑤
「
怪
訝
そ
う
に
」
の
意
味
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
の
記
号
を
書
け
。

　
　

ア　

不
思
議
が
る
様
子
で

　
　

イ　

無
愛
想
な
様
子
で

　
　

ウ　

は
っ
と
驚
く
様
子
で

　
　

エ　

し
ょ
ん
ぼ
り
と
し
た
様
子
で

問
八　

傍
線
の
部
分
⑥
「
こ
れ
で
い
い
の
だ
、
と
も
思
っ
た
。」
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
を
文
章
の
中
の
言
葉
を
用
い
て
書
け
。



－ 12 －

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
よ
。（
設
問
の
都
合
上
、
文
章
に
は
改
変
し
た
箇
所
が
あ
る
。）

『
更さ
ら
し
な級

日
記
』、
作
者
は
菅
原
孝
標
女
（
す
が
わ
ら
た
か
す
え
の
む
す
め
）
で
あ
る
。
い
ま
か
ら
約
一
〇
〇
〇
年
前
の
一
〇
〇
八
年
に
生
ま
れ
た
平
安
後
期
の	

人
物
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
の
物
語
の
好
き
な
少
女
は
、
十
四
歳
の
と
き
に
幸
運
な
こ
と
に
お
ば
か
ら
源
氏
物
語
五
十
余
巻
と
別
の
多
く
の
物
語
を
贈お

く

ら
れ
る
。

待
ち
に
待
っ
た
①
源
氏
物
語
で
あ
る
。（
中
略
）

②
は
し
る
は
し
る
わ
づ
か
に
見
つ
つ
、
心
も
得
ず
心
も
と
な
く
思
ふ
源
氏
を
、	

一
の
巻
よ
り
し
て
、　

人
も
ま
じ
ら
※
１ず
几き
ち
ょ
う帳

の
う
ち
に
う
ち
ふ
し
て
、

と
び
と
び
に
読
み
か
じ
っ
て
、（
話
の
筋
も
）
納
得
が
い
か
ず
じ
れ
っ
た
く
思
う
『
源
氏
物
語
』
を
、	

一
の
巻
か
ら
読
み
始
め
て
、	

横
に
な
っ
て
、

引
出
で
つ
つ
見
る
心
地
、	
后き
さ
きの
位
も
何
に
か
は
せ
む
。　　
　

昼
は	

日
ぐ
ら
し
、
夜
は	

目
の
覚
め
た
る
か
ぎ
り
、	

火
を
近
く
と
も
し
て
、

（
箱
か
ら
一
巻
ず
つ
）
出
し
て
読
む
気
持
ち
は
、	天
皇
の
妻
の
地
位
も
何
に
な
ろ
う
。	

一
日
中
、	

目
が
覚
め
て
い
る
間
ず
っ
と
、	

灯
火
を

こ
れ
を
見
る
よ
り
ほ
か
の
事
な
け
れ
ば
、	
　
ａ
お
の
づ
か
ら
な
ど
は
そ
ら
に
覚
え
浮
ぶ
を
、	

い
み
じ
き
事
に
思
ふ
に
、

こ
の
『
源
氏
物
語
』
を
読
む
以
外
の
事
は
し
な
い
の
で
、	
自
然
と
（
そ
の
文
章
が
）
頭
に
浮
か
ん
で
く
る
の
を
、	

非
常
に
す
ば
ら
し
い
こ
と
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、

夢
に
、
い
と	

き
よ
げ
な
る
僧
の
黄
な
※
２る
袈け

さ裟
着
た
る
が
来き

て
、	「
法ほ
け
き
ょ
う

華
経
五
の
巻
を
と
く
習
へ
」
と
い
ふ
と
見
れ
ど
、　　

人
に
も
語
ら
ず
、ｂ
習な

ら

は
む

	

さ
っ
ぱ
り
と
美
し
い
僧
で	
「
法
華
経
の
五
巻
を
早
く
習
い
な
さ
い
。」
と
言
っ
た
、
と
見
た
け
れ
ど
、

と
も
思
ひ
か
け
ず
、	

物
語
の
事
を
の
み
心
に
し
め
て
、「
わ
れ
は
こ
の
ご
ろ
わ
ろ
き
ぞ
か
し
、	

さ
か
り
に
な
ら
ば
、	

か
た
ち
も
限
り
な
く
よ
く
、

	

思
わ
ず
、	

た
だ
物
語
の
こ
と
だ
け
を
思
い
つ
め
て
、「
今
の
私
は
（
顔
立
ち
も
姿
も
）
よ
く
な
い
こ
と
だ
。	（
だ
が
）
年と
し
ご
ろ頃

に
な
っ
た
ら
、	

顔
立
ち
も
こ
の
う
え
な
く
良
く
、

か
み
も
い
み
じ
く
長
く
な
り
な
む
。	

光
の
源
氏
の
夕ゆ
う
が
お顔

、	
宇う

じ治
の
大
将
の
浮う
き

舟ふ
ね

の
女
ぎ
み
の
や
う
に
こ
そ
あ
ら
め
」
と

髪
も
す
ば
ら
し
く
長
く
（
美
し
く
）
な
る
に
ち
が
い
な
い
。	

光
源
氏
に
愛
さ
れ
た
夕
顔
や
薫
か
お
る
大
将
に
愛
さ
れ
た
浮
舟
と
い
っ
た
女
性
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。」
と

思
ひ
け
る
心
、
ま
づ
い
と
は
か
な
く
あ
さ
ま
し
。

思
っ
た
考
え
は
、
今
思
う
と
本
当
に
大
変
た
わ
い
も
な
く
浅
は
か
な
も
の
で
あ
っ
た
。

三
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作
者
は
仏
教
に
深
※
３く

帰き

え依
し
た
あ
と
か
ら
、
信
心
を
忘
れ
て
こ
の
よ
う
な
物
語
へ
と
熱
中
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
批
判
を
書
い
て
い
る
の
だ
が
、	

そ
の
わ
り
に
は
物
語
に
熱
中
し
て
い
る
少
女
時
代
の
記
述
に
は
、
作
者
が
懐
か
し
さ
を
感
じ
な
が
ら
書
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
十
四
歳
、
い
ま
で
い
え

ば
中
学
二
年
生
で
あ
る
。
当
時
、
印
刷
術
は
な
く
、
物
語
は
す
べ
て
手
書
き
で
写
す
し
か
な
か
っ
た
か
ら
、
当
然
作
者
が
読
ん
だ
の
は
写
本
で
あ
っ
た
ろ
う

し
、
ま
た
冊
子
の
形
式
で
は
な
く
巻
物
の
形
だ
っ
た
ろ
う
。
少
女
は
巻
物
を
紐ひ
も

解
き
な
が
ら
読
ん
で
い
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
音
読
が
基
本
で
あ
っ
た
だ
ろ
う

が
、③
作
者
は
黙
読
を
し
て
い
る
よ
う
だ
。
音
読
か
ら
黙
読
へ
の
読
書
形
態
の
変
化
は
、
読
書
の
意
味
を
大
き
く
変
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
日
本

で
は
明
治
期
初
期
ま
で
音
読
が
当
た
り
前
で
、
上う
え
の野

に
で
き
た
最
初
の
図
書
館
で
は
声
に
だ
し
て
読
ま
な
い
よ
う
に
と
い
う
注
意
書
き
が
な
さ
れ
た
ほ
ど
だ
。

明
治
期
ま
で
、
読
書
と
は
個
人
の
営
み
で
は
な
く
、
誰
か
が
朗
読
し
ま
わ
り
で
複
数
の
人
が
そ
の
物
語
を
聞
く
集
団
的
な
営
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
知
っ

て
こ
の
場
面
を
読
み
直
す
と
、
ひ
と
り
で
朝
か
ら
晩
ま
で
た
だ
た
だ
源
氏
物
語
を
読
み
ふ
け
り
、
夢
に
僧
侶
が
出
て
き
て
も
関
係
な
く
、
自
分
を
物
語
の
登

場
人
物
の
よ
う
に
感
じ
る
す
が
た
に
、
私
は
い
つ
も
感
動
を
覚
え
る
。
物
語
に
沈
潜
す
る
こ
と
が
少
女
の
自
己
※
４を

象か
た
どり

つ
つ
、
同
時
に
物
語
と
い
う
深
い
世

界
に
開
い
て
も
い
く
。
そ
し
て
こ
の
読
書
好
き
の
少
女
は
つ
い
に
書
き
手
と
な
る
。（
中
略
）
菅
原
孝
標
女
の
回
想
は
、
父
に
連
れ
ら
れ
た
関
東
で
の
生
活
か
ら

は
じ
ま
り
、
本
好
き
の
少
女
時
代
が
描
か
れ
、
宮
仕
え
と
な
り
、
や
が
て
宮
仕
え
を
し
り
ぞ
い
て
家
庭
に
入
り
、
女
友
だ
ち
と
の
友
情
が
語
ら
れ
、
夫
が
亡
く	

な
り
、
最
後
の
場
面
に
い
た
る
。
そ
の
場
面
を
引
い
て
お
こ
う
。

さ
す
が
に
、
命
は
う
き
に
も
絶
え
ず
、	

な
が
ら
ふ
め
れ
ど
、	
後
の
世
も
、	

思
ふ
に
か
な
は
ず
ぞ
あ
ら
む
か
し
と
ぞ
う
し
ろ
め
た
き
に
、	

頼
む
こ
と

そ
れ
で
も
、	

つ
ら
さ
に
も
く
じ
け
ず
、	

長
続
き
す
る
よ
う
だ
が
、	

死
後
も
、	

思
う
よ
う
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
よ
と　

気
が
か
り
だ
っ
た
と
こ
ろ
、	

④
一
つ
ぞ
あ
り
け
り
。	

天て
ん
ぎ喜

三
年
十
月
十
三
日
の
夜
の
夢
に
、	

ゐ
た
る
所
の
家
の
つ
ま
の
庭
に
阿あ

み

だ
弥
陀
仏ぶ
つ

立
ち
た
ま
へ
り
。　　
（
中
略
）	

仏
、	

「
さ
は
、

	

一
〇
五
五
年	

住
ん
で
い
る	
軒
先
の	

立
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。（
中
略
）	

御
仏
が
、	

「
で
は
、

こ
の
度
は
帰
り
て
、	

の
ち
に
迎
へ
に
来こ

む
」
と
の
た
ま
ふ
声
、	

わ
が
耳
一
つ
に
聞
え
て
、
人
は
え
聞
き
つ
け
ず
と
見
る
に
、	

う
ち
驚
き
た
れ
ば

	

あ
と
で
迎
え
に
来
よ
う
。」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
声
は
、	

私
の
耳
に
だ
け
聞
こ
え
て
、	
聞
け
な
か
っ
た
と
見
て
、	

は
っ
と
目
を
さ
ま
し
た
と
こ
ろ

あ
て
に
す
る
こ
と
が
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十
四
日
な
り
。	

こ
の
夢
ば
か
り⑤
後
の
頼
み
と
し
け
り
。

十
四
日
で
あ
っ
た
。	

こ
の
夢
だ
け
を	

死
後
の
あ
て
に
し
た
。

『
更
級
日
記
』
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
こ
で
は
終
わ
ら
ず
こ
の
す
ぐ
あ
と
に
、
誰
も
た
ず
ね
て
こ
な
い
家
で
ひ
と
り
寂
し
く	

暮
ら
す
心
境
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
。
め
ず
ら
し
※
５く
甥お

い

が
暗
い
夜
に
た
ず
ね
て
き
た
と
き
に
も
、「
月
も
出い

で
で
闇
に
く
れ
た
る
姨お

ば
す
て捨
に
な
に
と
て

今こ
よ
い宵

た
づ
ね
来き

つ
ら
む
（
月
の
明
る
い
夜
な
ら
と
も
か
く
、
月
も
出
な
く
て
闇
に
く
れ
て
い
る
姨
捨
山
、
夫
に
先
立
た
れ
て
悲
嘆
に
沈
ん
で
い
る
年
寄
り
の
と
こ
ろ
に
、	

ど
う
し
て
今
夜
あ
な
た
は
訪
ね
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。）
」
と
い
う
歌
を
詠
ん
で
し
ま
っ
た
り
す
る
。
救
済
は
ま
だ
や
っ
て
は
来
な
い
。
そ
れ
で
も
そ
れ
に	

つ
い
て
書
く
こ
と
の
で
き
る
自
分
は
ま
だ
生
き
て
い
る
。
書
く
行
為
は
、
孤
独
な
個
人
的
行
為
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
書
く
こ
と
は
必
ず	

先
行
し
て
書
か
れ
た
他
者
の
言
葉
と
結
び
つ
く
行
為
で
あ
る
と
と
も
に
、
あ
と
に
連
な
る
読
者
と
結
び
つ
く
行
為
で
あ
る
。
き
わ
め
て
社
会
的
な
行
為
で
あ
る

と
い
っ
て
よ
い
。
こ
う
し
て
作
者
は
老
境
の
寂
し
さ
を
書
き
記
す
こ
と
で
、
⑥
そ
の
寂
し
さ
は
歴
史
的
社
会
的
な
次
元
を
獲
得
す
る
。（
後
略
）

（
矢
野
智
司
『
大
人
が
子
ど
も
に
お
く
り
と
ど
け
る
40
の
物
語
』
に
よ
る
）

　

※
１
「
几
帳
」…
室
内
を
仕
切
る
家
具
。

　

※
２
「
袈
裟
」…
僧
衣
を
左
肩
か
ら
右
腋わ
き

下
ま
で
お
お
う
布
。

　

※
３
「
帰
依
」…
神
仏
な
ど
、
す
ぐ
れ
た
者
に
従
っ
て
、
す
が
る
こ
と
。

　

※
４
「
象
る
」…
形
の
な
い
物
事
の
内
容
を
形
に
表
す
こ
と
。

　

※
５
「
甥
」…
…
自
分
の
兄
弟
姉
妹
の
息
子
。
こ
の
場
合
は
、
姉
の
死
後
、
代
わ
り
に
育
て
あ
げ
た
姉
の
息
子
を
指
す
。



－ 15 －

問
一　

傍
線
の
部
分
①
「
源
氏
物
語
」
の
作
者
と
し
て
、
適
当
な
も
の
の
記
号
を
書
け
。

　
　

ア　

清
少
納
言

　
　

イ　

兼
好
法
師

　
　

ウ　

紫
式
部

　
　

エ　

松
尾
芭
蕉

　
　

オ　

李
白

問
二　

波
線
の
部
分
ａ
「
お
の
づ
か
ら
」・
ｂ
「
習な
ら

は
む
」
を
現
代
仮
名
遣
い
（
ひ
ら
が
な
）
に
直
し
て
書
け
。

問
三　

傍
線
の
部
分
②
「
は
し
る
は
し
る
わ
づ
か
に
見
つ
つ
、
心
も
得
ず
心
も
と
な
く
思
ふ
源
氏
」
と
あ
る
が
、
作
者
が
お
ば
か
ら
贈
ら
れ
る
ま
で
源
氏
物
語

を
す
べ
て
手
に
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
。
本
文
の
現
代
文
を
参
考
に
し
て
四
十
字
以
上
、
五
十
字
以
内
で
書
け
。（
句
読
点

を
含
む
。）

問
四　

傍
線
の
部
分
③
「
作
者
は
黙
読
を
し
て
い
る
よ
う
だ
。」
と
あ
る
が
、
本
文
の
古
文
か
ら
、
そ
の
根
拠
と
な
る
部
分
を
六
字
で
抜
き
出
し
て
書
け
。

問
五　

傍
線
の
部
分
④
「
一
つ
ぞ
あ
り
け
り
。」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
ぞ
」
は
係
り
の
助
詞
で
、「
係
り
結
び
」
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
末
「
け
り
」
は
、

こ
の
「
ぞ
」
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
。
ひ
ら
が
な
二
字
で
書
け
。
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問
六　

傍
線
の
部
分
⑤
「
後
の
頼
み
」
と
あ
る
が
、
誰
が
、
ど
う
し
た
こ
と
を
「
後
の
頼
み
」
と
し
た
の
か
。
最
も
適
当
な
も
の
の
記
号
を
書
け
。

　
　

ア　

作
者
が
、
お
ば
か
ら
贈
ら
れ
た
『
源
氏
物
語
』
を
何
度
も
読
み
返
し
た
こ
と
。

　
　

イ　

黄
色
の
袈
裟
を
着
た
さ
っ
ぱ
り
と
美
し
い
僧
侶
が
、
法
華
経
を
教
え
て
く
れ
た
こ
と
。

　
　

ウ　

身
分
の
高
い
男
性
が
、
美
し
い
女
性
に
成
長
し
た
作
者
を
愛
し
て
く
れ
た
こ
と
。

　
　

エ　

阿
弥
陀
仏
が
、
作
者
の
夢
に
現
れ
て
「
あ
と
で
迎
え
に
来
よ
う
。」
と
言
っ
た
こ
と
。

問
七　

傍
線
の
部
分
⑥
「
そ
の
寂
し
さ
は
歴
史
的
社
会
的
な
次
元
を
獲
得
す
る
。」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
書
く
行
為
」
が
何
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て	

獲
得
さ
れ
る
の
か
。
本
文
の
現
代
文
か
ら
、
二
つ
（
十
三
字
・
八
字
）
抜
き
出
し
て
書
け
。
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