
1
　
問
題
は

1
か
ら

5
ま
で
で
、
12
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
印
刷
し
て
あ
り
ま
す
。

2
　
検
査
時
間
は
五
〇
分
で
、
終
わ
り
は
午
前
九
時
五
〇
分
で
す
。

3
　
声
を
出
し
て
読
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
。

4
　
答
え
は
全
て
解
答
用
紙
に
Ｈ
Ｂ
又
は
Ｂ
の
鉛
筆
（
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
も
可
）
を
使
っ
て
明
確
に
記
入
し
、 

解
答
用
紙
だ
け
を
提
出
し
な
さ
い
。

5
　
答
え
は
特
別
の
指
示
の
あ
る
も
の
の
ほ
か
は
、
各
問
の
ア
・
イ
・
ウ
・
エ
の
う
ち
か
ら
、
最
も
適
切
な
も
の
を

そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
ん
で
、
そ
の
記
号
の

の
中
を
正
確
に
塗
り
つ
ぶ
し
な
さ
い
。

6
　
答
え
を
記
述
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
欄
か
ら
は
み
出
さ
な
い
よ
う
に
書
き
な
さ
い
。

7
　
答
え
を
直
す
と
き
は
、
き
れ
い
に
消
し
て
か
ら
、
消
し
く
ず
を
残
さ
な
い
よ
う
に
し
て
、
新
し
い
答
え
を
書
き
な
さ
い
。

8
　
受
検
番
号
を
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
欄
に
書
き
、
そ
の
数
字
の

の
中
を
正
確
に
塗
り
つ
ぶ
し
な
さ
い
。

9
　
解
答
用
紙
は
、
汚
し
た
り
、
折
り
曲
げ
た
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
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1

次
の
各
文
の

を
付
け
た
漢
字
の
読
み
が
な
を
書
け
。

⑴
　
役
者
の
真
に
迫
っ
た
演
技
が
喝
采
を
浴
び
る
。

⑵
　
教
室
か
ら
朗
ら
か
な
笑
い
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。

⑶
　
新
緑
の
渓
谷
を
眺
め
な
が
ら
川
下
り
を
楽
し
む
。

⑷
　
キ
ン
モ
ク
セ
イ
の
香
り
が
漂
う
公
園
を
散
策
す
る
。

⑸
　
著
名
な
画
家
の
生
誕
を
記
念
す
る
展
覧
会
が
催
さ
れ
る
。

次
の
各
文
の

を
付
け
た
か
た
か
な
の
部
分
に
当
た
る
漢
字
を
楷
書
で 

書
け
。

⑴
　
古
都
を
巡
る
計
画
を
メ
ン
ミ
ツ
に
立
て
る
。

⑵
　
道
路
を
カ
ク
チ
ョ
ウ
し
て
渋
滞
を
解
消
す
る
。

⑶
　
幼
い
子
が
公
園
の
テ
ツ
ボ
ウ
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
遊
ぶ
。

⑷
　
吹
奏
楽
部
の
定
期
演
奏
会
が
盛
況
の
う
ち
に
幕
を
ト
じ
る
。

⑸
　
日
ご
と
に
秋
が
深
ま
り
、
各
地
か
ら
紅
葉
の
便
り
が
ト
ド
く
。

12

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。（
＊
印
の
付
い
て
い
る
言
葉
に

は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

東
北
出
身
の
馬ま

淵ぶ
ち

は
、
妻
の
菊き
く

枝え

と
社
会
人
で
あ
る
長
女
の
珠た
ま

子こ

、
次
女
の
志し

穂ほ

、

大
学
生
で
あ
る
三
女
の
七な

な

重え

と
東
京
で
暮
ら
し
て
い
る
。
あ
る
晩
、
馬
淵
は
家
族
を
集
め
、

カ
セ
ッ
ト
・
テ
ー
プ
に
た
ま
た
ま
録
音
さ
れ
て
い
た
、
今
は
亡
く
な
っ
て
い
る
馬
淵
の
母
と

七
重
と
の
会
話
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
。
七
重
は
、
祖
母
と
の
会
話
は
十
年
前
の
春
の
こ
ろ

の
こ
と
で
は
な
い
か
と
言
っ
た
。

年
老
い
た
母
が
、
時
々
は
ら
は
ら
す
る
よ
う
な
一
人
旅
を
し
て
馬
淵
の
と
こ
ろ
へ

や
っ
て
く
る
の
は
、
た
と
え
何
日
か
で
も
孫
た
ち
と
一
緒
に
暮
ら
し
た
い
か
ら
で

あ
っ
た
。
姉
に
よ
る
と
、
母
は
何
十
日
か
に
い
ち
ど
理
由
も
な
く
生
気
を
失
う
こ
と

が
あ
る
。
母
は
心
臓
に
持
病
が
あ
っ
て
町
医
者
に
か
よ
っ
て
い
る
が
、
ど
う
や
ら
そ

の
持
病
と
は
関
係
が
な
い
ら
し
い
。

母
の
様
子
が
お
か
し
く
な
る
と
、
姉
が
夜
遅
く
な
っ
て
か
ら
電
話
を
よ
こ
す
。

「
ま
た
、
は
じ
ま
っ
た
よ
う
な
の
。
そ
っ
ち
の
都
合
が
よ
か
っ
た
ら
、
呼
ん
で
く
ん
せ
。」

こ
ち
ら
の
都
合
が
悪
い
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず
な
い
。
妻
の
菊
枝
が
す
ぐ
現
金
書

留
で
旅
費
を
送
っ
て
や
る
。
何
日
か
す
る
と
、
馬
淵
に
は
馴な

染じ

み
の
深
い
郷
里
の
産

物
を
土
産
に
、
母
が
い
そ
い
そ
と
や
っ
て
く
る
。

け
れ
ど
も
、
母
は
せ
っ
か
く
長
旅
を
し
て
き
た
の
に
、
指
折
り
数
え
る
ほ
ど
し
か

滞
在
で
き
な
い
。
郷
里
に
残
し
て
き
た
目
の
不
自
由
な
姉
の
こ
と
が
案
じ
ら
れ
て
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
こ
っ
ち
は
、
な
ん
も
心
配
な
が
ん
す
え
。
も
っ
と
ゆ
っ
く
り
し
て
お
で
ぁ
ん
せ
。」

姉
は
そ
う
い
っ
て
く
れ
る
の
だ
が
、
母
は
ま
た
そ
わ
そ
わ
と
旅
支
度
に
取
り
掛
か

り
、
別
れ
を
告
げ
る
の
が
辛つ

ら

い
か
ら
と
い
っ
て
孫
た
ち
の
留
守
に
家
を
脱
け
出
し
て

帰
郷
す
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。

3

＊

⑴
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2

「
お
ま
え
た
ち
の
記
憶
の
な
か
で
、
春
と
お
祖ば

母あ

ち
ゃ
ん
が
強
く
結
び
つ
い
て
い
る

の
は
。」
と
馬
淵
は
い
っ
た
。「
お
祖
母
ち
ゃ
ん
が
高
齢
に
な
っ
て
、
郷
里
で
冬
を
越

せ
な
く
な
っ
て
、
正
月
の
末
か
ら
三
月
ま
で
こ
の
家
で
過
ご
す
よ
う
に
な
っ
た
か
ら

だ
よ
。
三
月
に
な
っ
て
も
、
お
祖
母
ち
ゃ
ん
は
郷
里
へ
帰
る
日
を
決
め
か
ね
て
、
毎

年
み
ん
な
で
気
を
揉も

ん
だ
も
の
さ
。」

「
じ
ゃ
、
あ
ん
た
の
い
う
通
り
、
十
年
前
の
三
月
中
旬
だ
っ
た
と
し
て
。」
と
、
次
女
の
志

穂
が
三
女
の
七
重
に
い
っ
た
。「
あ
ん
た
は
お
祖
母
ち
ゃ
ん
と
な
に
を
話
し
て
た
の
？
」

「
花
の
こ
と
を
話
し
て
た
の
よ
。
咲
い
て
る
花
の
数
を
数
え
て
た
の
。」

と
七
重
は
い
っ
た
。

中
庭
に
あ
っ
て
三
月
半
ば
に
咲
く
花
と
い
え
ば
、
白は

く

木も
く

蓮れ
ん

だ
と
い
う
こ
と
は
家
族

の
誰
も
が
知
っ
て
い
る
。
白
木
蓮
は
、
葉
が
出
る
よ
り
先
に
花
が
咲
く
。
花
は
大
振

り
で
、
年
寄
り
の
目
で
も
容
易
に
数
え
ら
れ
る
。
七
重
は
濡ぬ

れ
縁
に
祖
母
と
並
ん
で
、

庭
の
な
か
か
ら
塀
越
し
に
脇
の
路
地
を
覆
う
よ
う
に
枝
を
ひ
ろ
げ
て
い
る
白
木
蓮
の

樹き

を
見
上
げ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
日
は
よ
く
晴
れ
て
い
て
、
青
空
を
背
景
に
白

い
花
が
目
に
沁し

み
る
よ
う
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

「
そ
う
い
え
ば
、
お
祖
母
ち
ゃ
ん
は
白
木
蓮
の
花
が
好
き
だ
っ
た
ね
。
花
で
は
、
こ

の
花
が
一
番
好
き
だ
っ
て
い
っ
て
た
。」

長
女
が
そ
う
い
っ
た
が
、
馬
淵
は
以
前
か
ら
、
そ
の
母
の
言
葉
は
怪
し
い
も
の
だ

と
思
っ
て
い
る
。
事
実
、
母
は
白
木
蓮
が
好
き
だ
っ
た
ら
し
い
が
、
そ
れ
が
一
番
好

き
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
花
が
咲
き
は
じ
め
れ
ば
遠
か
ら
ず
郷
里
へ
帰
れ
る
と
い
う

歓よ
ろ
こび
が
加
味
さ
れ
て
の
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
、
と
い
う
の
が
馬
淵
の
推
測
で
あ
る
。

「
で
も
、
お
祖
母
ち
ゃ
ん
、
と
う
と
う
名
前
が
憶お

ぼ

え
ら
れ
な
か
っ
た
ね
。」

と
次
女
が
笑
っ
て
い
っ
た
。

「
白
木
蓮
の
？
」

「
そ
う
。」

「
…
…
そ
う
で
し
た
、
お
父
さ
ん
？
」

と
長
女
が
首
を
か
し
げ
な
が
ら
馬
淵
に
訊き

い
た
。

「
多
分
、
志
穂
の
い
う
通
り
だ
っ
た
ろ
う
な
。」
と
馬
淵
は
答
え
た
。「
お
祖
母
ち
ゃ

ん
は
、
花
が
好
き
な
く
せ
に
、
花
の
名
前
を
憶
え
る
の
が
苦
手
だ
っ
た
。
い
く
ら
教

え
て
も
、
す
ぐ
忘
れ
る
ん
だ
。
そ
れ
で
、
勝
手
に
自
分
の
好
き
な
名
前
で
呼
ん
で
た
。」

「
白
木
蓮
は
？
」

「
田
打
ち
桜
。」

田
打
ち
桜
の
こ
と
は
、
妻
も
娘
た
ち
も
あ
ま
り
聞
い
た
こ
と
が
な
い
ら
し
か
っ
た
。

「
農
家
で
は
ね
、
春
に
な
る
と
、
耕
作
し
や
す
い
よ
う
に
田
を
掘
り
返
す
ん
だ
。
そ

れ
が
田
打
ち
で
、
そ
の
田
打
ち
の
こ
ろ
に
咲
く
花
が
田
打
ち
桜
さ
。」

馬
淵
は
講
釈
し
た
。

「
で
も
、
地
方
に
よ
っ
て
田
打
ち
の
時
季
が
ち
が
う
か
ら
、
田
打
ち
桜
も
ま
ち
ま
ち

な
ん
だ
。
あ
る
土
地
で
は
、
田
打
ち
桜
と
い
え
ば
糸
桜
だ
し
、
別
の
土
地
で
は
山
桜

だ
っ
た
り
す
る
。
僕
の
郷
里
の
田
打
ち
桜
は
、
辛こ

ぶ
し夷
な
ん
だ
。」

「
白
木
蓮
じ
ゃ
な
い
の
？
」

と
志
穂
が
意
外
そ
う
に
い
っ
た
。

「
そ
う
じ
ゃ
な
い
ん
だ
。
僕
や
お
祖
母
ち
ゃ
ん
の
田
舎
に
は
、
白
木
蓮
と
い
う
樹
が

な
い
ん
だ
よ
。
そ
の
代
わ
り
、
白
木
蓮
に
よ
く
似
た
辛
夷
が
あ
る
。
辛
夷
は
山
野
に

自
生
し
て
、
白
木
蓮
の
倍
も
高
く
成
長
す
る
け
ど
、
花
は
白
木
蓮
の
半
分
く
ら
い
だ
。

で
も
、
葉
が
出
る
よ
り
先
に
花
が
咲
く
と
こ
ろ
は
白
木
蓮
と
お
な
じ
で
、
ま
だ
冬
枯

れ
の
ま
ま
の
林
の
な
か
に
、
辛
夷
だ
け
が
枝
々
の
先
に
真
っ
白
な
花
を
ひ
っ
そ
り
と

咲
か
せ
て
い
る
眺
め
は
、
と
て
も
い
い
。」

「
じ
ゃ
、
お
父
さ
ん
も
好
き
な
の
ね
、
そ
の
辛
夷
の
花
を
。」

⑵
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3

と
七
重
が
い
っ
た
。

「
そ
り
ゃ
あ
好
き
だ
。
お
祖
母
ち
ゃ
ん
と
お
な
じ
く
ら
い
に
ね
。
僕
は
こ
の
家
に
住

む
こ
と
に
な
っ
た
と
き
、
庭
に
ど
う
し
て
も
辛
夷
の
樹
が
植
え
た
く
て
、
近
く
の
植

木
市
へ
苗
木
を
買
い
に
い
っ
た
ん
だ
よ
。」

馬
淵
は
そ
う
い
っ
て
、
そ
の
と
き
の
こ
と
を
話
し
て
聞
か
せ
た
。

植
木
市
に
は
、
残
念
な
こ
と
に
辛
夷
の
苗
木
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
諦
め
切
れ

な
く
て
、
売
り
に
出
さ
れ
て
い
る
苗
木
を
縫
っ
て
市
の
な
か
を
巡
り
歩
い
て
い
る
と
、

半は
ん

纏て
ん

を
着
て
地
下
足
袋
を
履
い
た
初
老
の
職
人
ら
し
い
男
が
、
し
ゃ
が
ん
で
煙た

ば
こ草

を

喫の

ん
で
い
た
の
を
わ
ざ
わ
ざ
立
っ
て
き
て
、
お
兄
さ
ん
、
な
に
を
探
し
て
い
る
ん
で
、

と
馬
淵
に
い
っ
た
。
そ
こ
で
、
聞
い
て
い
た
娘
た
ち
は
笑
っ
た
。
そ
の
職
人
ら
し
い

初
老
の
男
が
、
自
分
た
ち
の
父
親
の
こ
と
を
お
兄
さ
ん
と
呼
ん
だ
と
い
う
の
が
お
か

し
か
っ
た
の
だ
。

「
だ
っ
て
、
お
父
さ
ん
は
そ
の
こ
ろ
ま
だ
三
十
四
、
五
だ
っ
た
の
よ
。」

と
妻
の
菊
枝
が
い
っ
た
。

「
ま
あ
、
お
父
さ
ん
は
齢と

し

よ
り
若
く
見
え
る
方
だ
か
ら
ね
。」
と
長
女
が
分
別
顔
で

い
っ
た
。「
そ
れ
に
、
植
木
を
買
い
に
い
っ
た
ん
だ
か
ら
、
う
ん
と
ラ
フ
な
格
好
し
て

た
ん
で
し
ょ
う
。」

「
作
業
用
の
ジ
ャ
ン
パ
ー
に
古
ズ
ボ
ン
で
、
自
転
車
に
乗
っ
て
い
っ
た
な
。
帰
り
に

は
、
辛
夷
の
苗
木
を
荷
台
に
く
く
り
つ
け
て
く
る
つ
も
り
だ
っ
た
。」

馬
淵
は
、
遠
く
な
っ
た
記
憶
を
引
き
寄
せ
な
が
ら
い
っ
た
。

な
に
を
探
し
て
い
る
の
か
と
訊
か
れ
て
、
辛
夷
の
苗
木
が
欲
し
い
の
だ
が
、
と
答

え
る
と
、
辛
夷
は
な
い
が
、
辛
夷
を
台
木
に
し
て
白
木
蓮
を
接つ

ぎ
木
し
た
も
の
な
ら

あ
る
、
と
職
人
風
の
男
は
い
っ
て
、
幹
の
細
い
、
ひ
ょ
ろ
り
と
し
た
若
木
を
持
っ
て

き
て
見
せ
て
く
れ
た
。
根
の
部
分
は
、
土
を
つ
け
た
ま
ま
荒
縄
で
網
の
目
に
編
ん
だ

⑶

も
の
で
丸
く
包
み
込
ん
で
あ
っ
た
。

男
の
話
に
よ
る
と
、
辛
夷
は
大
木
に
な
る
か
ら
普
通
の
家
の
庭
木
と
し
て
は
不
適
当

で
、
お
な
じ
モ
ク
レ
ン
科
の
白
木
蓮
を
接
ぎ
木
し
た
の
が
、
こ
の
樹
。
こ
れ
な
ら
近
所

に
迷
惑
を
及
ぼ
す
ほ
ど
の
大
木
に
は
な
ら
な
い
し
、
花
は
辛
夷
に
よ
く
似
て
い
て
辛
夷

よ
り
大
き
く
、
豪
華
で
、
庭
木
と
し
て
最
適
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
樹
は
、
辛
夷
で
は
な
い
が
、
人
間
な
ら
血
液
に
も
等
し
い
辛
夷
の
樹
液
が
流

れ
て
い
る
。
馬
淵
は
そ
う
思
っ
て
こ
の
樹
を
買
い
、
自
転
車
の
荷
台
に
く
く
り
つ
け

て
帰
っ
た
。
そ
れ
が
、
い
ま
は
幹
が
直
径
十
セ
ン
チ
ほ
ど
に
も
な
り
、
毎
年
三
月
に

な
る
と
、
白
い
大
振
り
な
花
を
ど
っ
さ
り
咲
か
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

母
が
初
め
て
こ
の
白
木
蓮
の
花
を
見
た
と
き
、
不
思
議
そ
う
な
顔
で
こ
う
囁さ

さ
やい
た

こ
と
を
、
馬
淵
は
憶
え
て
い
る
。

「
東
京
に
も
、
田
打
ち
桜
が
あ
る
べ
お
な
。」

馬
淵
に
は
、
母
が
辛
夷
と
間
違
え
て
い
る
こ
と
が
す
ぐ
わ
か
っ
た
。

「
こ
れ
は
白
木
蓮
と
い
う
樹
で
す
よ
、
お
母
さ
ん
。」

と
馬
淵
は
い
っ
た
。

「
田
打
ち
桜
じ
ゃ
ね
ん
の
な
。」

「
仲
間
だ
か
ら
、
よ
く
似
て
る
け
ど
、
ち
が
う
ん
で
す
。
ほ
ら
、
花
が
田
打
ち
桜
よ

り
も
大
き
い
で
し
ょ
う
。」

「
道
理
で
。」
と
母
は
い
っ
た
。「
田
も
ね
え
と
こ
に
田
打
ち
桜
が
あ
る
の
は
妙

ひ
ょ
ん
ただ

と
思
う
て
た
の
せ
。」

け
れ
ど
も
、
母
は
白
木
蓮
と
い
う
名
を
す
ぐ
忘
れ
て
し
ま
っ
て
、
最
後
ま
で
自
分

で
は
田
打
ち
桜
だ
と
思
う
こ
と
に
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

「
七
重
は
、
あ
の
テ
ー
プ
の
な
か
で
お
祖
母
ち
ゃ
ん
と
花
の
数
を
数
え
て
た
っ
て
い

う
け
ど
、
お
祖
母
ち
ゃ
ん
は
咲
い
て
る
花
の
数
で
田
舎
に
帰
る
日
を
き
め
よ
う
と
し

⑷
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て
た
ん
だ
ろ
う
？
」

と
馬
淵
は
、
も
う
二
度
も
欠あ

く
び伸
を
嚙か

み
殺
し
た
三
女
の
眠
気
を
醒さ

ま
し
て
や
る
つ

も
り
で
尋
ね
た
。

「
そ
う
な
の
。
十
五
咲
い
た
ら
帰
ろ
う
か
な
し
、
そ
れ
と
も
二
十
咲
い
た
ら
帰
ろ
う

か
な
し
っ
て
、
な
か
な
か
き
ま
ら
な
い
の
。
そ
れ
に
、
一
旦
き
め
て
も
、
簡
単
に
変

更
に
な
っ
ち
ゃ
う
の
よ
ね
。
白
木
蓮
っ
て
、
咲
き
は
じ
め
は
、
一
日
に
一
つ
、
翌
日

は
三
つ
、
と
い
う
ふ
う
に
、
ゆ
っ
く
り
し
た
ペ
ー
ス
だ
け
ど
、
さ
か
り
に
な
る
と
、

一
日
に
十
も
咲
い
た
り
す
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
、
た
と
え
ば
、
二
人
で
咲
い
て
る

花
を
数
え
て
、
十
五
あ
っ
た
と
す
る
と
、
お
祖
母
ち
ゃ
ん
、
あ
と
十
五
も
咲
く
の
は

ま
だ
ま
だ
先
だ
と
思
っ
て
、
三
十
咲
い
た
ら
帰
ろ
う
か
な
し
っ
て
い
う
の
。
と
こ
ろ

が
、
一
夜
明
け
て
み
る
と
、
花
は
も
う
三
十
に
な
っ
て
る
の
よ
。
帰
郷
は
忽た

ち
まち
延
期
。」

「
そ
ん
な
と
き
は
、
帰
り
支
度
は
と
っ
く
に
で
き
て
る
け
ど
、
心
準
備
が
で
き
て
な

い
か
ら
っ
て
、
お
祖
母
ち
ゃ
ん
、
よ
く
そ
う
い
わ
れ
た
わ
ね
。」

妻
が
急
須
の
茶
を
か
え
な
が
ら
そ
う
い
う
と
、
娘
た
ち
は
顔
見
合
わ
せ
て
く
す
く

す
笑
っ
た
。

母
は
、
八
十
六
歳
の
冬
、
た
ま
た
ま
暖
冬
だ
っ
た
た
め
に
上
京
を
躊た

め
ら躇

っ
て
い
る

う
ち
に
寒
波
に
襲
わ
れ
、
郷
里
に
留と

ど

ま
っ
て
い
て
脳
血
栓
で
倒
れ
た
。
そ
う
な
る
前

に
、
説
得
し
て
、
馬
淵
が
姉
と
一
緒
に
引
き
取
る
べ
き
だ
っ
た
の
だ
が
、
二
人
の
頑か

た
く

な
さ
に
辟へ

き

易え
き

し
て
い
る
う
ち
に
、
手
遅
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

母
は
、
寝
た
き
り
に
な
っ
て
、
町
の
県
立
病
院
に
五
年
い
た
。
遠
く
に
住
ん
で
、

な
に
か
急
な
知
ら
せ
が
あ
っ
て
も
、
お
い
そ
れ
と
は
動
け
ぬ
仕
事
を
抱
え
て
い
る
馬

淵
は
、
小
刻
み
に
別
れ
る
つ
も
り
で
、
月
に
い
ち
ど
は
眠
る
時
間
を
削
っ
て
母
の
様

子
を
見
に
帰
っ
て
い
た
。

五
年
目
、
と
い
え
ば
母
の
生
涯
の
最
後
の
年
だ
が
、
春
、
い
つ
も
の
よ
う
に
母
を

訪
ね
て
枕ま

く
ら

許も
と

の
円
い
木
の
椅
子
に
腰
を
下
ろ
し
て
い
る
と
、
自
由
に
な
る
右
腕
を
馬

淵
の
首
に
巻
き
つ
け
、
引
き
寄
せ
て
、

「
お
前め

方ほ

の
田
打
ち
桜
は
、
は
あ
、
咲
い
た
か
え
？
」

と
呂ろ

律れ
つ

の
怪
し
く
な
っ
た
口
で
囁
い
た
。

「
え
え
、
ぼ
つ
ぼ
つ
咲
き
は
じ
め
た
よ
う
で
す
。」

馬
淵
は
そ
う
答
え
な
が
ら
、
出
が
け
に
一
枝
折
っ
て
く
る
の
だ
っ
た
と
思
っ
た
が
、

も
は
や
後
の
祭
り
で
あ
っ
た
。

（
三
浦
哲
郎
「
燈
火
」
に
よ
る
）

〔
注
〕	

姉
―
―
東
北
で
母
と
暮
ら
す
馬
淵
の
姉
。

〔
問
1
〕
　何
日
か
す
る
と
、
馬
淵
に
は
馴な

染じ

み
の
深
い
郷
里
の
産
物
を
土
産
に
、
母

が
い
そ
い
そ
と
や
っ
て
く
る
。
と
あ
る
が
、
こ
の
表
現
か
ら
読
み
取
れ
る
母

の
様
子
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア

　思
っ
た
よ
り
早
く
孫
の
家
に
呼
ば
れ
た
た
め
、
旅
行
の
準
備
は
簡
単
に
済
ま
し
、

家
に
あ
っ
た
息
子
の
よ
く
知
る
も
の
を
土
産
に
し
て
慌
て
て
上
京
し
て
く
る
様
子
。

イ

　体
調
が
悪
く
孫
に
会
え
る
か
不
安
だ
っ
た
が
、
旅
行
が
で
き
る
く
ら
い
に
ま
で

回
復
し
、
息
子
に
と
っ
て
な
つ
か
し
い
品
を
持
っ
て
喜
ん
で
上
京
し
て
く
る
様
子
。

ウ

　急
に
孫
に
会
い
た
い
と
言
っ
た
が
、
旅
費
ま
で
用
意
し
て
も
ら
え
た
の
で
、
恐

縮
し
つ
つ
も
息
子
の
好
物
を
土
産
に
し
て
う
れ
し
そ
う
に
上
京
し
て
く
る
様
子
。

エ

　孫
の
顔
を
見
る
こ
と
が
で
き
ず
元
気
を
失
っ
て
い
た
が
、
孫
に
会
え
る
こ
と
に
な

り
、
息
子
の
慣
れ
親
し
ん
だ
品
を
持
っ
て
心
躍
ら
せ
な
が
ら
上
京
し
て
く
る
様
子
。

⑸
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〔
問
2
〕

　「…
…
そ
う
で
し
た
、
お
父
さ
ん
？
」
と
長
女
が
首
を
か
し
げ
な
が
ら
馬

淵
に
訊き

い
た
。
と
あ
る
が
、「
長
女
が
首
を
か
し
げ
な
が
ら
馬
淵
に
訊
い
た
」

わ
け
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア

　白
木
蓮
の
名
前
を
最
後
ま
で
憶
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
祖
母
を
笑
っ
て
話

す
妹
の
姿
が
腹
立
た
し
く
、
父
に
た
し
な
め
て
も
ら
お
う
と
考
え
た
か
ら
。

イ

　祖
母
は
白
木
蓮
が
好
き
だ
っ
た
の
に
名
前
を
憶
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と

い
う
妹
の
話
を
信
じ
ら
れ
ず
、
父
に
事
実
を
確
か
め
よ
う
と
考
え
た
か
ら
。

ウ

　白
木
蓮
の
名
前
を
祖
母
は
そ
も
そ
も
憶
え
る
つ
も
り
が
な
か
っ
た
と
い
う
妹
の

指
摘
に
疑
問
を
覚
え
、
父
に
本
当
の
こ
と
を
話
し
て
も
ら
お
う
と
考
え
た
か
ら
。

エ

　祖
母
の
思
い
出
が
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
妹
を
か
わ
い
そ
う
に
思
い
、
実
は
祖
母

が
花
の
名
前
を
憶
え
て
い
た
こ
と
を
父
か
ら
説
明
さ
せ
よ
う
と
考
え
た
か
ら
。

〔
問
3
〕
　馬
淵
は
、
遠
く
な
っ
た
記
憶
を
引
き
寄
せ
な
が
ら
い
っ
た
。
と
あ
る
が
、

こ
の
表
現
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で

は
ど
れ
か
。

ア

　辛
夷
を
買
っ
た
と
き
の
状
況
を
話
す
う
ち
に
徐
々
に
記
憶
が
鮮
明
に
な
っ
て
い

く
馬
淵
の
様
子
を
、
順
序
立
て
て
説
明
的
に
描
く
こ
と
で
表
現
し
て
い
る
。

イ

　家
族
と
話
し
な
が
ら
植
木
市
に
行
っ
た
頃
の
思
い
出
に
ふ
け
っ
て
い
る
馬
淵
の

様
子
を
、
感
覚
的
な
言
葉
を
用
い
て
鮮
や
か
に
描
く
こ
と
で
表
現
し
て
い
る
。

ウ

　当
時
の
様
子
を
思
い
出
し
な
が
ら
自
分
自
身
で
も
確
か
め
る
よ
う
に
家
族
に
話

す
馬
淵
の
様
子
を
、
た
と
え
を
用
い
て
巧
み
に
描
く
こ
と
で
表
現
し
て
い
る
。

エ

　家
族
に
話
し
て
い
る
現
在
の
馬
淵
の
様
子
と
植
木
市
に
行
っ
た
当
時
の
馬
淵
の

様
子
と
を
、
対
比
を
用
い
て
丁
寧
に
描
き
分
け
る
こ
と
で
表
現
し
て
い
る
。

⑵⑶

〔
問
4
〕

　こ
の
樹
は
、
辛
夷
で
は
な
い
が
、
人
間
な
ら
血
液
に
も
等
し
い
辛
夷
の
樹

液
が
流
れ
て
い
る
。
と
あ
る
が
、
こ
の
表
現
か
ら
読
み
取
れ
る
馬
淵
の
様
子

と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア

　辛
夷
を
買
え
な
い
こ
と
が
心
残
り
で
は
あ
っ
た
が
、
辛
夷
に
似
た
花
が
咲
く
白

木
蓮
な
ら
ば
母
は
好
き
に
な
る
と
考
え
、
持
ち
帰
る
こ
と
を
決
心
し
て
い
る
様
子
。

イ

　辛
夷
で
な
い
の
は
残
念
だ
が
、
こ
の
白
木
蓮
は
本
質
的
な
部
分
で
は
辛
夷
と
同

じ
特
別
な
木
だ
と
思
い
、
庭
に
植
え
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
と
確
信
し
て
い
る
様
子
。

ウ

　辛
夷
が
庭
木
に
向
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
知
ら
な
か
っ
た
が
、
育
て
や
す
い
白

木
蓮
を
紹
介
し
て
く
れ
た
の
で
、
職
人
風
の
男
の
優
し
さ
に
感
謝
し
て
い
る
様
子
。

エ

　辛
夷
に
接
ぎ
木
し
た
白
木
蓮
を
、
職
人
風
の
男
か
ら
矢
継
ぎ
早
に
勧
め
ら
れ
て

断
れ
な
く
な
り
、
買
う
た
め
の
理
由
を
考
え
て
自
分
を
納
得
さ
せ
て
い
る
様
子
。

〔
問
5
〕
　「え
え
、
ぼ
つ
ぼ
つ
咲
き
は
じ
め
た
よ
う
で
す
。」
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き

の
馬
淵
の
気
持
ち
に
最
も
近
い
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア

　花
は
咲
い
た
か
と
懸
命
に
確
か
め
よ
う
と
す
る
母
の
言
葉
を
聞
い
て
、
毎
年
孫

と
眺
め
て
い
た
田
打
ち
桜
を
も
う
一
度
見
た
い
と
強
く
望
ん
で
い
る
の
だ
と
思
い
、

せ
め
て
花
だ
け
で
も
採
っ
て
き
て
見
せ
て
や
れ
ば
よ
か
っ
た
と
悔
や
む
気
持
ち
。

イ

　花
は
咲
い
た
か
と
無
理
を
し
て
尋
ね
る
母
の
言
葉
を
聞
い
て
、
部
屋
に
い
て
季

節
が
感
じ
ら
れ
ず
田
打
ち
桜
の
様
子
を
知
り
た
い
の
だ
と
考
え
、
家
を
出
る
前
に

枝
の
手
入
れ
を
し
て
花
の
咲
き
具
合
を
見
れ
ば
よ
か
っ
た
と
反
省
す
る
気
持
ち
。

ウ

　花
は
咲
い
た
か
と
つ
ぶ
や
く
母
の
言
葉
を
聞
い
て
、
病
気
の
た
め
に
田
打
ち
桜

を
見
に
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
弱
気
に
な
っ
て
い
る
と
感
じ
、
母
を
励

ま
し
て
元
気
に
す
る
た
め
に
次
は
花
を
持
っ
て
こ
よ
う
と
意
気
込
む
気
持
ち
。

エ

　花
は
咲
い
た
か
と
控
え
め
に
話
す
母
の
言
葉
を
聞
い
て
、
互
い
に
好
き
な
田
打

ち
桜
の
様
子
を
聞
く
こ
と
で
会
話
を
弾
ま
せ
た
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
、

花
の
様
子
が
分
か
ら
ず
適
当
に
答
え
る
こ
と
を
後
ろ
め
た
く
思
う
気
持
ち
。

⑷⑸
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。（
＊
印
の
付
い
て
い
る
言
葉
に

は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

美
し
い
自
然
を
見
て
「
絵
み
た
い
な
景
色
だ
」
と
い
う
い
い
方
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

現
実
の
も
の
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
の
美
し
い
形
や
色
、
そ
れ
ら
の
絶
妙
な
配
置
に
対
す

る
賛
辞
だ
。
そ
も
そ
も
美
と
は
何
か
、
と
い
う
問
題
は
、
美
学
な
ど
の
分
野
で
様
々
に

論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
追
究
し
な
い
。
た
だ
、
自
分
の
そ
れ
ま
で
の
概
念
を
超
え
る
よ

う
な
風
景
に
出
会
う
と
、
感
動
を
覚
え
る
。
さ
ら
に
自
分
の
概
念
を
は
る
か
に
超
え
た

美
し
い
風
景
に
出
会
う
と
、
今
度
は
「
筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
」
に
な
る
。（
第
一
段
）

絵
や
写
真
の
中
で
は
、
見
た
こ
と
の
な
い
景
色
、
見
た
こ
と
の
な
い
生
き
物
や
食

べ
物
、
見
た
こ
と
の
な
い
美
し
い
服
を
ま
と
っ
た
異
国
の
人
物
に
出
会
う
こ
と
が
で

き
る
。
子
供
と
同
じ
よ
う
に
、
新
た
な
モ
ノ
を
知
り
、
新
た
な
世
界
を
知
る
こ
と
は

純
粋
に
楽
し
い
。
普
段
の
自
分
の
生
活
か
ら
か
け
離
れ
た
空
間
や
モ
ノ
の
存
在
を
知

る
こ
と
で
、
世
界
が
今
こ
こ
に
あ
る
狭
い
範
囲
だ
け
で
は
な
い
の
だ
と
心
が
軽
く
な

る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
も
絵
は
、
現
実
の
風
景
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、
い
ら
な
い
も

の
を
排
除
し
、
足
り
な
い
も
の
を
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、

自
然
の
美
し
さ
を
よ
り
際き
わ

立だ

た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。（
第
二
段
）

描
か
れ
て
い
る
の
は
、
あ
る
瞬
間
に
あ
る
空
間
で
切
り
取
っ
た
作
者
の
フ
ィ
ル

タ
ー
を
通
し
て
見
た
世
界
だ
。
画
家
も
ま
た
、
見
た
モ
ノ
を
そ
の
ま
ま
描
い
て
い
る

の
で
は
な
く
、
知
っ
て
い
る
モ
ノ
を
描
い
て
い
る
の
だ
。
そ
の
フ
ィ
ル
タ
ー
に
よ
っ

て
、
あ
り
き
た
り
の
風
景
や
モ
ノ
の
知
ら
な
か
っ
た
一
面
、
普
段
は
目
を
向
け
な
い

よ
う
な
部
分
に
、
気
付
か
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
知
っ
て
い
る
モ
ノ
に
つ
い
て
の
新

た
な
概
念
が
加
わ
る
、
新
た
に
「
知
る
」
喜
び
だ
。（
第
三
段
）

も
ち
ろ
ん
、
ア
ー
ト
は
美
し
い
自
然
を
そ
の
ま
ま
表
現
す
る
だ
け
で
な
い
。
写
実

4

⑴

性
と
は
異
な
る
表
現
の
な
か
に
も
、
実
物
以
上
の
リ
ア
ル
さ
を
感
じ
、
は
っ
と
す
る

こ
と
も
あ
る
。
印
象
派
を
は
じ
め
、
美
術
作
品
の
様
々
な
表
現
が
わ
た
し
た
ち
の
心

に
美
を
感
じ
さ
せ
る
の
は
、
モ
ノ
を
見
る
と
き
の
わ
た
し
た
ち
の
視
覚
特
性
や
脳
の

機
能
に
関
連
し
て
い
る
か
ら
ら
し
い
。（
第
四
段
）

作
品
を
見
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
抽

出
さ
れ
た
新
し
い
見
え
方
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
。
同
じ
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
を
描

い
て
も
、
ま
る
で
印
象
が
違
う
。
技
法
の
違
い
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

見
方
が
抽
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
多
様
性
が
あ
り
、
見
る
人
に
も
異
な
る
気
付

き
が
得
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。（
第
五
段
）

そ
も
そ
も
絵
と
い
う
概
念
を
く
つ
が
え
す
よ
う
な
新
し
い
表
現
も
あ
る
。
画
材
や

技
法
の
発
明
は
、
そ
の
新
た
な
表
現
の
開
発
を
助
け
て
き
た
。
た
と
え
ば
油
絵
の
発

明
に
よ
っ
て
実
物
そ
っ
く
り
の
写
実
的
な
表
現
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、

当
時
の
人
び
と
に
相
当
な
驚
き
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
。
さ
ら
に
絵
は
、
想
像
上
の

生
物
や
風
景
の
よ
う
な
、
実
在
し
な
い
も
の
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
様
々
な

宗
教
が
宗
教
画
を
生
み
出
し
て
き
た
の
は
、
そ
う
し
て
特
別
な
概
念
や
知
識
を
共
有

す
る
こ
と
が
ヒ
ト
の
心
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。（
第
六
段
）

こ
の
よ
う
に
、
ア
ー
ト
の
作
用
は
、
自
分
が
も
っ
て
い
た
「
何
か
」
の
概
念
に
新

し
い
要
素
を
加
え
る
な
ど
、
気
付
き
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
れ

に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
の
世
界
に
広
さ
や
深
さ
が
も
た
ら
さ
れ
る
。（
第
七
段
）

も
ち
ろ
ん
ア
ー
ト
は
、
美
し
い
モ
ノ
を
美
し
く
表
現
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
美
し

く
な
い
モ
ノ
の
美
し
さ
も
表
現
で
き
る
し
、
よ
く
知
っ
て
い
る
モ
ノ
の
姿
が
、
ま
っ

た
く
別
の
モ
ノ
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
絶
対
に
あ
り
え
な
い
物
体

を
ま
こ
と
し
や
か
に
表
現
し
て
あ
っ
た
り
、
あ
り
え
な
い
モ
ノ
が
組
み
合
わ
さ
っ
た
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り
し
た
表
現
は
、
独
特
の
違
和
感
や
不
安
定
感
を
も
た
ら
す
。
自
分
の
も
っ
て
い
た

「
何
か
」
の
概
念
を
逸
脱
し
、
と
き
に
く
つ
が
え
す
モ
ノ
に
出
会
っ
た
と
き
、
わ
た

し
た
ち
は
驚
き
、
戸
惑
う
。
そ
こ
で
既
存
の
概
念
を
揺
る
が
し
、
概
念
が
更
新
さ
れ

る
過
程
が
、
わ
た
し
た
ち
の
心
に
深
い
印
象
を
刻
み
付
け
る
の
だ
ろ
う
。（
第
八
段
）

わ
た
し
た
ち
が
モ
ノ
を
見
る
と
き
、
感
覚
か
ら
の
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
的
な
情
報
処
理

だ
け
で
な
く
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
的
な
処
理
も
お
こ
な
っ
て
い
る
。
文
脈
が
与
え
ら
れ

る
と
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
的
な
処
理
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
、
モ
ノ
の
見
え
方
ま
で
変
わ

る
。
絵
に
添
え
ら
れ
た
タ
イ
ト
ル
は
、
直
接
的
に
文
脈
を
与
え
る
。
パ
イ
プ
を
描
い

た
下
に
「
こ
れ
は
パ
イ
プ
で
は
な
い
」
と
併
記
し
た
絵
の
よ
う
に
、
言
葉
の
文
脈
を

逆
手
に
と
っ
て
、
概
念
を
裏
切
る
絵
も
あ
る
。（
第
九
段
）

多
義
図
形
を
見
る
と
き
、
一
つ
の
見
立
て
を
し
て
い
る
と
き
に
は
、
同
時
に
別
の

見
立
て
は
で
き
な
い
。
し
か
も
い
っ
た
ん
「
何
か
」
と
し
て
見
て
し
ま
う
と
、
そ
の

見
方
か
ら
離
れ
て
別
の
見
方
を
す
る
に
は
、
意
識
的
な
努
力
が
必
要
だ
。
し
か
し
そ

こ
で
新
た
な
気
付
き
が
で
き
る
と
、
新
鮮
な
喜
び
が
あ
る
。
ア
ー
ト
は
、
そ
の
転
換

の
き
っ
か
け
を
与
え
、
既
存
の
概
念
を
く
つ
が
え
し
て
く
れ
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
に

思
う
。（
第
十
段
）

そ
し
て
ア
ー
ト
は
、
そ
も
そ
も
何
だ
か
分
か
ら
な
い
も
の
、「
何
か
」
で
あ
る
こ
と
を

拒
否
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
も
多
い
。
目
に
入
る
全
て
を
常
に
「
何
か
」
と
し

て
見
よ
う
と
す
る
ヒ
ト
の
記
号
的
な
見
方
は
、
そ
こ
で
も
発
揮
さ
れ
る
。
簡
単
に
「
何

か
」
と
し
て
分
類
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
に
対た
い

峙じ

す
る
と
き
、
ヒ
ト
は
心
の
底
に
あ

る
よ
り
深
い
イ
メ
ー
ジ
を
探
し
、
掘
り
起
こ
そ
う
と
す
る
。
心
理
検
査
で
用
い
ら
れ

る
ロ
ー
ル
シ
ャ
ッ
ハ
・
テ
ス
ト
な
ど
の
投
影
法
は
、
し
み
の
よ
う
な
あ
い
ま
い
な
形

を
用
い
る
こ
と
で
、
こ
の
性
質
を
利
用
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
抽
象
絵
画
の
よ
う
に

⑵

＊

「
何
か
」
が
分
か
ら
な
い
も
の
を
見
た
と
き
に
も
、
わ
た
し
た
ち
の
心
で
は
、
同
じ

よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
の
探
索
が
起
こ
っ
て
い
る
は
ず
だ
。（
第
十
一
段
）

は
じ
め
て
樂ら

く

茶ぢ
ゃ

碗わ
ん

を
見
た
と
き
の
こ
と
だ
。
千せ

ん
の

利り

休き
ゅ
うの

好
み
で
あ
り
、
侘わ

び
寂さ

び

を
代
表
す
る
よ
う
な
茶
碗
。
ろ
く
ろ
を
使
わ
ず
手
で
成
形
す
る
「
手
づ
く
ね
」
に
よ

る
ゆ
が
ん
だ
形
に
、
釉ゆ

う

薬や
く

を
何
度
も
重
ね
て
つ
く
る
、
深
く
照
り
の
あ
る
黒
が
黒
樂

茶
碗
の
特
徴
で
あ
る
。
茶
碗
の
見
方
な
ど
知
ら
な
か
っ
た
が
、
た
だ
微
妙
な
色
合
い

の
む
ら
と
そ
の
質
感
が
美
し
く
感
じ
ら
れ
て
、
と
く
に
気
に
入
っ
た
茶
碗
を
し
ば
ら

く
眺
め
て
い
た
。
や
が
て
、
20
〜
30
分
た
っ
た
こ
ろ
だ
ろ
う
か
、
茶
碗
の
表
面
に
ふ
っ

と
夕
闇
に
わ
き
立
つ
雨
雲
が
見
え
て
き
た
。（
第
十
二
段
）

「
何
か
」
分
か
ら
な
い
作
品
を
見
つ
め
て
い
る
と
、
頭
の
中
で
イ
メ
ー
ジ
の
探
索
が

お
こ
る
。
そ
こ
で
気
付
き
が
あ
っ
た
も
の
は
、
深
く
印
象
に
残
る
。
そ
の
と
き
掘
り

起
こ
さ
れ
る
の
は
、
単
に
視
覚
的
な
モ
ノ
の
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
は
な
い
。
ヒ
ト
は
、

異
種
感
覚
間
の
変
換
が
得
意
で
あ
り
、
視
覚
か
ら
肌
触
り
や
音
を
想
起
し
た
り
す
る
。

さ
ら
に
、
そ
れ
に
付
随
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
記
憶
や
情
動
が
呼
び
お
こ
さ
れ
る
こ
と
も

あ
る
。（
第
十
三
段
）

忘
れ
て
い
た
記
憶
や
記
憶
に
な
ら
な
い
記
憶
、
そ
れ
に
付
随
す
る
情
動
だ
け
が
呼

び
お
こ
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
作
品
を
見
て
感
動
す
る
と
き
、
心
が
ざ
わ

つ
く
と
き
、
具
体
的
な
知
識
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
記
憶
と
は
結
び
付
か
な
く
て
も
、
何
ら

か
の
イ
メ
ー
ジ
や
記
憶
が
と
き
に
水
面
下
で
掘
り
起
こ
さ
れ
、
そ
の
と
き
の
情
動
も

と
も
に
呼
び
お
こ
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。（
第
十
四
段
）

作
品
と
じ
っ
く
り
向
き
合
う
こ
と
は
、
そ
う
や
っ
て
自
分
の
知
識
や
記
憶
を
探
索

す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
見
る
こ
と
自
体
が
す
で
に
創
造
的
作
業
で
あ
り
、
努
力
を
要

す
る
も
の
だ
。
ア
ー
ト
は
、
制
作
す
る
人
だ
け
で
な
く
、
鑑
賞
す
る
人
に
も
そ
の
創

造
的
作
業
を
う
な
が
す
。（
第
十
五
段
）

＊

⑶
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と
は
い
っ
て
も
、
い
く
ら
見
て
も
結
局
「
何
か
」
が
分
か
ら
な
い
ま
ま
で
あ
る
こ

と
も
多
い
。
分
か
ら
な
い
ま
ま
で
い
る
こ
と
は
、「
何
か
」
と
し
て
分
類
し
て
見
よ
う

と
す
る
わ
た
し
た
ち
の
心
に
不
安
定
な
感
じ
を
も
た
ら
す
。
し
か
し
、「
何
か
」
が
分

か
ら
な
い
も
の
に
向
き
合
い
、
自
分
の
中
の
イ
メ
ー
ジ
を
探
索
す
る
過
程
に
こ
そ
、

ア
ー
ト
の
醍だ
い

醐ご

味み

が
あ
る
。（
第
十
六
段
）

（
齋
藤
亜
矢
「
ヒ
ト
は
な
ぜ
絵
を
描
く
の
か
」
に
よ
る
）

〔
注
〕	

多
義
図
形
―
―
二
種
類
以
上
の
異
な
る
見
え
方
を
も
つ
絵
や
図
形
。

	

釉ゆ
う

薬や
く

―
―
陶
磁
器
の
表
面
に
施
す
ガ
ラ
ス
質
の
溶
液
。

〔
問
1
〕

　知
っ
て
い
る
モ
ノ
に
つ
い
て
の
新
た
な
概
念
が
加
わ
る
、
新
た
に
「
知
る
」

喜
び
だ
。
と
あ
る
が
、「
新
た
に
『
知
る
』
喜
び
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア

　作
者
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
現
実
に
何
か
を
加
え
た
り
排
除
し
た
り
し
た
絵

と
出
会
う
こ
と
で
、
美
し
さ
を
引
き
立
て
る
技
法
に
驚
き
、
感
心
す
る
と
い
う
こ
と
。

イ

　見
た
こ
と
の
な
い
モ
ノ
を
作
者
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
た
絵
で
初
め
て
見
て
、
現

実
の
世
界
の
広
さ
を
認
識
す
る
と
と
も
に
、
異
国
の
生
活
に
夢
を
抱
く
と
い
う
こ
と
。

ウ

　作
者
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
抽
出
さ
れ
た
絵
や
写
真
か
ら
、
有
り
触
れ
た
風
景

や
モ
ノ
に
対
す
る
自
分
の
考
え
を
超
え
た
一
面
に
気
付
き
、
感
動
す
る
と
い
う
こ
と
。

エ

　美
し
い
自
然
を
見
る
こ
と
で
、
作
者
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
も
絵
や
写
真
は
現

実
を
超
え
ら
れ
な
い
と
改
め
て
認
識
し
、
自
然
の
偉
大
さ
を
実
感
す
る
と
い
う
こ
と
。

〔
問
2
〕
　そ
こ
で
既
存
の
概
念
を
揺
る
が
し
、
概
念
が
更
新
さ
れ
る
過
程
が
、
わ
た
し

た
ち
の
心
に
深
い
印
象
を
刻
み
付
け
る
の
だ
ろ
う
。
と
あ
る
が
、
筆
者
が
こ
の

よ
う
に
述
べ
た
の
は
な
ぜ
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア

　既
存
の
概
念
を
く
つ
が
え
す
よ
う
な
表
現
に
驚
い
た
り
戸
惑
っ
た
り
す
る
こ
と

で
、
心
に
広
さ
や
深
さ
が
生
ま
れ
て
大
き
な
影
響
が
与
え
ら
れ
る
と
考
え
た
か
ら
。

イ

　画
材
等
の
発
明
に
よ
り
新
た
な
表
現
が
開
発
さ
れ
る
こ
と
で
、
既
存
の
概
念
を
逸

脱
し
た
よ
う
な
モ
ノ
も
表
現
で
き
る
よ
う
に
な
り
衝
撃
を
受
け
る
と
考
え
た
か
ら
。

ウ

　美
の
強
調
や
あ
り
え
な
い
モ
ノ
の
表
現
な
ど
既
存
の
概
念
を
超
え
る
過
剰
な
表

現
が
増
す
こ
と
で
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
的
に
作
品
を
見
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
た
か
ら
。

エ

　既
存
の
概
念
を
モ
チ
ー
フ
に
描
い
た
同
じ
作
者
の
作
品
か
ら
異
な
っ
た
印
象
を

受
け
る
こ
と
で
、
作
者
の
技
術
に
違
和
感
や
不
安
定
感
を
覚
え
る
と
考
え
た
か
ら
。

⑴⑵
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〔
問
3
〕

　こ
の
文
章
の
構
成
に
お
け
る
第
十
二
段
の
役
割
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て

最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア

　そ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
ヒ
ト
の
記
号
的
な
見
方
を
受
け
て
、
体
験
を
基
に
し

た
複
数
の
事
例
を
列
挙
す
る
こ
と
で
論
旨
を
分
か
り
や
す
く
し
て
い
る
。

イ

　そ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
ヒ
ト
の
記
号
的
な
見
方
に
つ
い
て
、
筆
者
の
経
験
に

基
づ
い
た
具
体
的
な
事
例
を
挙
げ
る
こ
と
で
論
の
展
開
を
図
っ
て
い
る
。

ウ

　そ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
ヒ
ト
の
記
号
的
な
見
方
に
関
し
て
、
そ
れ
に
反
対
す

る
立
場
か
ら
対
照
的
な
事
例
を
示
す
こ
と
で
別
の
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。

エ

　そ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
ヒ
ト
の
記
号
的
な
見
方
に
対
し
て
、
事
例
を
基
に
作

品
を
理
解
す
る
た
め
の
要
件
を
整
理
す
る
こ
と
で
問
題
点
を
明
確
に
し
て
い
る
。

〔
問
4
〕
　ア
ー
ト
は
、
制
作
す
る
人
だ
け
で
な
く
、
鑑
賞
す
る
人
に
も
そ
の
創
造
的

作
業
を
う
な
が
す
。
と
あ
る
が
、
筆
者
が
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
の
は
な
ぜ
か
。

次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア

　作
者
が
長
い
時
間
を
か
け
て
ア
ー
ト
を
完
成
さ
せ
る
よ
う
に
、
見
る
ヒ
ト
に
と
っ

て
ア
ー
ト
は
、「
何
か
」
分
か
ら
な
い
も
の
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
、
自
分
の
知
識

や
記
憶
か
ら
長
い
時
間
を
か
け
て
探
索
し
て
捉
え
る
も
の
だ
と
考
え
た
か
ら
。

イ

　作
者
が
自
分
の
人
生
を
ア
ー
ト
に
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
、
見
る
ヒ
ト
に
と
っ
て

ア
ー
ト
は
、「
何
か
」
分
か
ら
な
い
も
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
、
作
者
の
生
い
立
ち

や
趣
味
な
ど
調
べ
た
こ
と
を
基
に
分
析
し
て
捉
え
る
も
の
だ
と
考
え
た
か
ら
。

ウ

　作
者
が
ひ
ら
め
き
に
よ
っ
て
独
創
的
な
ア
ー
ト
を
生
み
出
す
よ
う
に
、
見
る
ヒ
ト

に
と
っ
て
ア
ー
ト
は
、「
何
か
」
分
か
ら
な
い
も
の
を
分
か
ろ
う
と
努
力
す
る
も
の

で
は
な
く
、
出
会
っ
た
瞬
間
の
ひ
ら
め
き
に
よ
っ
て
捉
え
る
も
の
だ
と
考
え
た
か
ら
。

エ

　作
者
が
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
見
た
世
界
を
ア
ー
ト
に
表
す
よ
う
に
、
見
る
ヒ
ト

に
と
っ
て
ア
ー
ト
は
、
自
分
の
知
識
や
記
憶
を
探
索
し
、「
何
か
」
分
か
ら
な
い
も

の
を
何
ら
か
の
イ
メ
ー
ジ
な
ど
と
結
び
付
け
て
捉
え
る
も
の
だ
と
考
え
た
か
ら
。

⑶

〔
問
5
〕

　国
語
の
授
業
で
こ
の
文
章
を
読
ん
だ
後
、「
新
し
い
『
何
か
』
に
出
会
う
こ

と
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
自
分
の
意
見
を
発
表
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
と
き

に
あ
な
た
が
話
す
言
葉
を
具
体
的
な
体
験
や
見
聞
も
含
め
て
二
百
字
以
内
で

書
け
。
な
お
、
書
き
出
し
や
改
行
の
際
の
空
欄
、
や

や

な
ど
も
そ
れ

ぞ
れ
字
数
に
数
え
よ
。
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次
の
Ａ
は
桜
を
題
材
に
し
た
和
歌
に
関
す
る
対
談
の
一
部
で
あ
り
、
Ｂ
は
対
談
中

に
で
て
く
る
「
伊い

勢せ

物も
の

語が
た
り」

の
「
渚

な
ぎ
さ
の

院い
ん

」
の
原
文
の
一
部
で
あ
る
。
ま
た
、
あ

と
の

内
の
文
章
は
Ｂ
の
現
代
語
訳
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ

と
の
各
問
に
答
え
よ
。（
＊
印
の
付
い
て
い
る
言
葉
に
は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が

あ
る
。）

白し
ら

洲す

　桜
は
、
や
っ
ぱ
り
古
今
集
で
ご
ざ
い
ま
す
か
。

大
岡

　何
と
い
っ
て
も
、
業な
り

平ひ
ら

の
桜
、
小こ

町ま
ち

の
桜
は
す
ば
ら
し
い
で
す
ね
。

白
洲

　業
平
は
、
い
い
桜
の
歌
が
あ
り
ま
す
ね
。

大
岡

　業
平
の
桜
は
、
い
い
と
思
い
ま
す
。
紀き
の

貫つ
ら

之ゆ
き

ら
の
、
い
わ
ゆ
る
選
者
時
代
、

古
今
集
を
編へ
ん

纂さ
ん

し
た
あ
の
当
時
に
な
る
と
、
桜
の
花
は
、
そ
れ
を
歌
わ
な
け
れ

ば
歌
人
で
は
な
い
と
い
う
く
ら
い
に
公
的
な
花
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で 

す
ね
。
で
も
、
業
平
と
か
小
町
の
時
代
と
い
う
の
は
、
そ
れ
か
ら
か
な
り
時
間

が
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
か
ら
、
あ
の
人ひ
と

達た
ち

は
そ
ん
な
意
識
は
あ
ま
り
な
く
て
、
桜

の
花
と
直じ
か

に
対
面
し
て
い
る
感
じ
が
し
ま
す
ね
。

白
洲

　そ
う
で
す
ね
。

大
岡

　梅
の
花
か
ら
桜
の
花
へ
、
い
っ
て
み
れ
ば
政
権
交
代
が
あ
る
よ
う
な
ん
で

す
ね
、
古
代
か
ら
平
安
朝
に
か
け
て
の
時
期
に
。
あ
れ
は
ど
う
い
う
ん
で
し
ょ

う
か
、
桜
の
花
の
趣
味
を
そ
う
い
う
ふ
う
に
植
え
つ
け
た
人
達
が
ど
こ
か
に
い

る
わ
け
な
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
…
…
。
宮
中
の
花
の
宴
は
万
葉
集
時
代
だ
と
梅

の
花
で
宴
を
や
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
が
し
だ
い
に
桜
の
花
の
宴
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
く
る
。
最
初
は
梅
の
花
だ
っ
た
ら
し
い
ん
で
す
ね
。

白
洲

　嵯さ

峨が

天
皇
の
詩
な
ん
か
で
も
…
…
。

5Ａ

＊

⑴

大
岡

　あ
の
時
期
に
な
る
と
、
花
の
宴
に
は
梅
の
場
合
と
桜
の
場
合
と
あ
る
よ
う
な

ん
で
す
ね
。
梅
の
花
を
見
な
が
ら
酒
宴
を
し
て
詩
を
詠よ

む
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ

ん
中
国
の
伝
統
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で
い
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
非
常
に
大
陸
風
な
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
初
め
は
、
当

然
梅
の
花
が
中
心
だ
っ
た
よ
う
に
思
う
ん
で
す
。

白
洲

　古
今
集
と
新
古
今
集
を
比
べ
る
と
、
桜
に
つ
い
て
い
う
と
古
今
集
の
方
が
う

い
う
い
し
い
ん
で
し
ょ
う
ね
。

大
岡

　と
思
い
ま
す
。
古
今
集
の
場
合
に
は
、
た
と
え
ば
夢
の
中
で
花
が
散
っ
て
い
る

と
い
う
状
態
を
歌
っ
て
も
、
非
常
に
ふ
わ
っ
と
し
て
お
お
ら
か
な
ん
で
す
よ
ね
。
た

と
え
ば
紀
貫
之
の
歌
で
、
山
寺
に
も
う
で
て
、
一
夜
泊
ま
っ
た
歌
が
あ
り
ま
し
て
、

宿
り
し
て
春
の
山
辺
に
寝
た
る
夜
は

夢
の
う
ち
に
も
花
ぞ
散
り
け
る

あ
れ
は
、
夢
の
中
で
桜
が
豪
華
に
散
っ
て
い
る
感
じ
が
非
常
に
よ
く
出
て
い
る

ん
で
す
け
れ
ど
、
西
行
に
な
る
と
、「
夢
中
落
花
」
な
ど
と
い
う
題
で
有
名
な
、

春
風
の
花
を
散
ら
す
と
見
る
夢
は

覚
め
て
も
胸
の
騒
ぐ
な
り
け
り

あ
れ
な
ん
か
は
、
ち
ょ
っ
と
桜
の
見
方
が
変
わ
っ
て
い
ま
す
ね
。

白
洲

　そ
れ
と
、
西
行
は
、
何
を
対
象
に
詠
ん
で
も
、
自
分
の
こ
と
に
な
る
。
桜
が

咲
く
の
が
苦
し
い
な
ん
て
ね
。

大
岡

　そ
う
で
す
ね
。
あ
の
人
に
は
ど
う
も
桜
の
歌
が
二
百
首
ぐ
ら
い
あ
る
ら
し
い

ん
で
す
ね
。

白
洲

　だ
か
ら
、
本
当
に
好
き
だ
っ
た
ん
で
す
ね
、
吉よ

し

野の

山や
ま

に
も
こ
も
っ
ち
ゃ
う
ぐ

ら
い
だ
か
ら
。
紀
貫
之
に
も
、
桜
は
た
く
さ
ん
ご
ざ
い
ま
す
か
。

⑵

＊＊

⑶
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大
岡

　ご
ざ
い
ま
す
。

白
洲

　渚
院
な
ん
て
の
が
あ
り
ま
し
た
ね
。
紀
貫
之
は
「
土と

佐さ

日に
っ

記き

」
の
帰
り
に
…
…
、

大
岡

　帰
り
に
渚
院
を
通
る
ん
で
す
ね
、
な
が
め
な
が
ら
、
淀よ
ど

川が
わ

を
さ
か
の
ぼ
る
と

き
彼
の
頭
に
あ
っ
た
の
が
渚
院
に
ゆ
か
り
の
あ
っ
た
尊
敬
す
る
古
人
業
平
の
こ
と

で
、
業
平
の
歌
を
引
い
て
い
る
ん
で
す
ね
。
伊
勢
物
語
に
出
て
い
る
の
に
よ
る
と
、

桜
の
名
所
の
交か
た

野の

に
桜
を
見
に
行
く
ん
だ
け
れ
ど
、
花
を
見
る
の
は
い
い
か
げ
ん

に
し
て
み
ん
な
い
そ
い
そ
と
酒
を
飲
ん
で
、
歌
を
詠
む
。

白
洲

　花
よ
り
団
子
ね
。（

白
洲
正
子
、
大
岡
信
「
桜
を
歌
う
詩
人
た
ち
」
に
よ
る
）

む
か
し
、
惟こ
れ

喬た
か

の
親み

こ王
と
申
す
み
こ
お
は
し
ま
し
け
り
。
山や

ま

崎ざ
き

の
あ
な
た
に
、
水み

無な

瀬せ

と
い
ふ
所
に
、
宮
あ
り
け
り
。
年
ご
と
の
桜
の
花
ざ
か
り
に
は
、
そ
の
宮
へ
な
む

お
は
し
ま
し
け
る
。
そ
の
時
、
右
の
馬
の
頭か
み

な
り
け
る
人
を
、
常
に
率ゐ

て
お
は
し
ま

し
け
り
。
時
世
経
て
久
し
く
な
り
に
け
れ
ば
、
そ
の
人
の
名
忘
れ
に
け
り
。
狩か
り

は
ね

む
ご
ろ
に
も
せ
で
、
酒
を
の
み
飲
み
つ
つ
、
や
ま
と
歌
に
か
か
れ
り
け
り
。
い
ま
狩

す
る
交
野
の
渚
の
家
、
そ
の
院
の
桜
、
こ
と
に
お
も
し
ろ
し
。
そ
の
木
の
も
と
に
お

り
ゐ
て
、
枝
を
折
り
て
、
か
ざ
し
に
さ
し
て
、
か
み
、
な
か
、
し
も
、
み
な
歌
よ
み

け
り
。
馬
の
頭
な
り
け
る
人
の
よ
め
る
。

世
の
中
に
た
え
て
さ
く
ら
の
な
か
り
せ
ば
春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し

と
な
む
よ
み
た
り
け
る
。
ま
た
人
の
歌
、

散
れ
ば
こ
そ
い
と
ど
桜
は
め
で
た
け
れ
憂う

き
世
に
な
に
か
久
し
か
る
べ
き

と
て
、
そ
の
木
の
も
と
は
立
ち
て
か
へ
る
に
日ひ

暮ぐ
れ

に
な
り
ぬ
。

Ｂ

ア

イ

ウ

エ

昔
、
惟
喬
の
親
王
と
申
し
上
げ
る
親
王
が
お
い
で
に
な
っ
た
。
山
崎
の
向
こ

う
、
水
無
瀬
と
い
う
所
に
、
離
宮
が
あ
っ
た
。
毎
年
の
桜
の
花
盛
り
に
は
、
そ

の
離
宮
へ
お
い
で
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
時
、
右
の
馬
の
頭
で
あ
っ
た
人

を
、
い
つ
も
連
れ
て
お
い
で
に
な
っ
た
。
い
ま
で
は
、
だ
い
ぶ
ん
時
が
た
っ
た

の
で
、
そ
の
人
の
名
は
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
鷹た
か

狩が
り

は
そ
う
熱
心
に
も
し
な
い
で
、

も
っ
ぱ
ら
酒
を
飲
ん
で
は
、
和
歌
を
詠
む
の
に
熱
を
い
れ
て
い
た
。
い
ま
鷹
狩

を
す
る
交
野
の
渚
の
家
、
そ
の
院
の
桜
が
と
り
わ
け
趣
が
あ
る
。
そ
の
桜
の
木

の
も
と
に
馬
か
ら
下
り
て
、
桜
の
枝
を
折
り
、
髪
の
飾
り
に
挿
し
て
、
上
、
中
、

下
の
人
々
が
み
な
、
歌
を
詠
ん
だ
。
馬
の
頭
だ
っ
た
人
が
詠
ん
だ
。
そ
れ
は
、

世
の
中
に
…
…
（
世
の
中
に
桜
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
惜
し
い
花

が
散
り
は
せ
ぬ
か
と
心
を
悩
ま
せ
る
こ
と
も
な
く
、
春
を
め
で
る
人
の
心
は
、

の
ど
か
な
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。）

と
詠
ん
だ
の
だ
っ
た
。
も
う
一
人
の
人
が
詠
ん
だ
歌
、

散
れ
ば
こ
そ
…
…
（
散
る
か
ら
こ
そ
ま
す
ま
す
桜
は
す
ば
ら
し
い
の
で
す
。

悩
み
多
い
こ
の
世
に
、
何
が
久
し
く
と
ど
ま
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
、
何
も

な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
だ
か
ら
散
る
の
も
当
然
、
こ
と
に
わ
ず
か
の
盛

り
の
桜
の
華
や
か
さ
を
愛
す
べ
き
で
す
。）

と
い
う
次
第
で
、
そ
の
木
の
下
は
立
ち
去
っ
て
帰
る
う
ち
に
、
日
暮
れ
に
な
っ
た
。

（「
新
編

　日
本
古
典
文
学
全
集
」
に
よ
る
）

〔
注
〕	

業な
り

平ひ
ら

―
―
平
安
時
代
の
歌
人
。

	

宿
り
し
て
春
の
山
辺
に
寝
た
る
夜
は
夢
の
う
ち
に
も
花
ぞ
散
り
け
る

	
	

―
―
旅
先
で
宿
を
と
っ
て
春
の
山
辺
に
寝
た
夜
は
、
夢
の
中
に
ま
で	

	
	
	

昼
間
に
見
た
桜
の
花
が
散
っ
て
い
た
こ
と
よ
。

	
春
風
の
花
を
散
ら
す
と
見
る
夢
は
覚
め
て
も
胸
の
騒
ぐ
な
り
け
り

	
	

―
―
春
風
が
桜
の
花
を
吹
き
散
ら
す
夢
は
、
目
が
覚
め
て
も
な
お
そ	

	
	
	

の
美
し
さ
に
私
の
胸
は
か
き
乱
さ
れ
る
こ
と
よ
。

⑷
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〔
問
1
〕

　梅
の
花
か
ら
桜
の
花
へ
、
い
っ
て
み
れ
ば
政
権
交
代
が
あ
る
よ
う
な
ん
で

す
ね
、
古
代
か
ら
平
安
朝
に
か
け
て
の
時
期
に
。
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う

「
梅
の
花
か
ら
桜
の
花
へ
」
の
「
政
権
交
代
」
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と

し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア

　も
と
も
と
は
中
国
の
文
化
を
取
り
入
れ
梅
の
花
を
観
賞
し
な
が
ら
歌
を
詠
ん
で

い
た
が
、
時
代
の
変
遷
の
中
で
対
象
が
桜
の
花
に
替
わ
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
。

イ

　か
つ
て
花
の
宴
と
い
え
ば
梅
の
花
で
あ
っ
た
が
、
あ
る
時
期
か
ら
梅
と
桜
の
区

別
が
な
く
な
り
同
じ
花
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
。

ウ

　昔
は
大
陸
の
影
響
か
ら
梅
を
歌
に
し
た
が
、
業
平
た
ち
の
時
代
に
は
桜
の
歌
が

歌
人
の
実
力
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
。

エ

　古
く
は
梅
を
観
賞
す
る
こ
と
が
人
々
の
楽
し
み
で
あ
っ
た
が
、
時
代
が
進
む
中

で
桜
を
植
え
て
観
賞
す
る
こ
と
が
人
々
の
間
に
流
行
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
。

〔
問
2
〕
　大
岡
さ
ん
の
発
言
の
中
で
引
用
さ
れ
て
い
る
紀
貫
之
と
西
行
の
桜
の
歌
の

特
徴
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は

ど
れ
か
。

ア

　紀
貫
之
の
歌
は
桜
の
花
が
夢
の
中
で
舞
う
繊
細
な
美
し
さ
を
描
い
て
い
る
が
、

西
行
の
歌
は
桜
の
花
が
夢
の
中
で
散
る
悲
し
み
を
独
自
の
視
点
で
描
い
て
い
る
。

イ

　紀
貫
之
の
歌
か
ら
は
作
者
の
ゆ
っ
た
り
と
し
た
人
柄
が
伝
わ
っ
て
く
る
が
、
西

行
の
歌
か
ら
は
桜
よ
り
自
分
が
大
切
だ
と
い
う
利
己
的
な
人
柄
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

ウ

　紀
貫
之
の
歌
は
桜
が
華
や
か
に
舞
い
散
る
様
子
を
表
現
し
て
い
る
が
、
西
行
の

歌
は
桜
の
美
し
さ
に
加
え
て
美
し
さ
に
心
乱
さ
れ
る
心
情
を
も
表
現
し
て
い
る
。

エ

　紀
貫
之
の
歌
に
は
満
開
の
桜
を
愛
す
る
心
情
が
巧
み
に
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、

西
行
の
歌
に
は
貫
之
よ
り
も
強
い
愛
情
が
素
直
な
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

⑴⑵

〔
問
3
〕

　白
洲
さ
ん
の
発
言
の
こ
の
対
談
に
お
け
る
役
割
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て

最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア

　西
行
の
話
に
興
味
を
抱
き
な
が
ら
も
紀
貫
之
の
具
体
例
を
尋
ね
る
こ
と
で
貫
之

と
西
行
の
共
通
点
を
聞
き
出
そ
う
と
し
、
大
岡
さ
ん
の
次
の
発
言
を
促
し
て
い
る
。

イ

　紀
貫
之
と
西
行
に
関
す
る
大
岡
さ
ん
の
発
言
を
不
思
議
に
思
い
、
桜
を
題
材
に

し
た
歌
の
多
さ
を
尋
ね
る
こ
と
で
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

ウ

　大
岡
さ
ん
が
述
べ
た
西
行
の
生
き
方
を
受
け
、
新
た
な
視
点
と
し
て
紀
貫
之
に

つ
い
て
も
尋
ね
る
こ
と
で
対
談
の
内
容
を
古
今
集
全
体
の
話
題
へ
と
広
げ
て
い
る
。

エ

　直
前
の
大
岡
さ
ん
の
発
言
に
賛
同
し
つ
つ
紀
貫
之
の
桜
の
歌
の
多
さ
を
尋
ね
る

こ
と
で
、
話
題
を
西
行
か
ら
貫
之
の
歌
に
戻
し
て
対
談
を
深
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

〔
問
4
〕
　文
中
の

線
を
付
け
た
ア
〜
エ
の
う
ち
、
現
代
仮
名
遣
い
で
書
い
た

場
合
と
異
な
る
書
き
表
し
方
を
含
ん
で
い
る
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答

え
よ
。

〔
問
5
〕
　鷹た

か

狩が
り

は
そ
う
熱
心
に
も
し
な
い
で
、
も
っ
ぱ
ら
酒
を
飲
ん
で
は
、
和
歌
を

詠
む
の
に
熱
を
い
れ
て
い
た
。
と
あ
る
が
、
Ｂ
の
原
文
に
お
い
て
「
和
歌
を

詠
む
の
に
熱
を
い
れ
て
い
た
」
と
い
う
部
分
に
相
当
す
る
箇
所
は
ど
こ
か
。

次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア

　常
に
率
て
お
は
し
ま
し
け
り

イ

　や
ま
と
歌
に
か
か
れ
り
け
り

ウ

　こ
と
に
お
も
し
ろ
し

エ

　み
な
歌
よ
み
け
り

⑶⑷
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