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【
解　

説
】

　
�　

伊い

集じ
ゅ
う

院い
ん

静し
ず
か

「
親
方
と
神
様
」『
少し
ょ
う

年ね
ん

譜ふ

』
所
収
（
文ぶ
ん

藝げ
い

春し
ゅ
ん

秋じ
ゅ
う

）
か

ら
出
題
し
ま
し
た
。
老
い
を
迎む
か

え
た
孤こ

独ど
く

な
鍛か

冶じ

屋や

の
六ろ
く

郎ろ
う

と
鍛
冶
屋

の
仕
事
に
ほ
れ
こ
ん
だ
、
ど
こ
か
影か
げ

の
あ
る
少
年
の
交
流
を
描え
が

い
た
物

語
で
す
。
徐じ
ょ

々じ
ょ

に
二
人
が
心
を
開
い
て
い
く
様
子
を
丁て
い

寧ね
い

に
読
み
と
り

ま
し
ょ
う
。

問
一　

B
1 

理
由 
比
較

　
　

―
線
①
の
「
い
ま
い
ま
し
い
言
葉
」
と
は
直
前
の
「
歳と
し

を
取
っ
た
と

い
う
こ
と
か
…
…
」
を
指
し
て
い
ま
す
。「
若わ
か

い
時
は
こ
ん
な
感
覚
は
な

か
っ
た
」「
や
わ
な
身
体
で
は
な
か
っ
た
は
ず
」
と
い
う
言
葉
か
ら
わ
か

る
よ
う
に
、
自
分
の
老
い
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
、
い
ら
立
っ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
。
体
を
酷こ
く

使し

す
る
、
鍛
冶
屋
の
仕
事
一
本
で
や
っ
て
き
た
六

郎
に
と
っ
て
、
自
分
の
老
い
を
感
じ
る
の
は
つ
ら
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

で
す
か
ら
、
答
え
は
イ
で
す
。
ア
老
い
に
つ
い
て
触ふ

れ
ら
れ
て
い
ま
せ

ん
。
ウ
「
や
る
気
が
で
な
い
こ
と
を
…
情
け
な
く
」、
エ
「
不ふ

吉き
つ

な
こ
と

が
お
こ
る
よ
う
な
気
が
し
た
」
の
部
分
が
不
適
切
で
す
。

問
二　

B
１ 

具
体
化 

比
較

　
　

―
線
④
の
直
後
に「
昨
日
も
、今
日
も
一
日
仕
事
を
見
て
い
ま
し
た
」

と
あ
る
よ
う
に
、
少
年
は
ず
っ
と
六
郎
の
仕
事
を
の
ぞ
き
見
し
て
い
ま

し
た
。
い
か
に
も
気き

難む
ず
か

し
そ
う
な
六
郎
に
そ
の
こ
と
が
バ
レ
て
し
ま
っ

た
の
で
す
。
言
葉
に
つ
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
少
年
の
焦あ
せ

り
や

動ど
う

揺よ
う

の
気
持
ち
を
読
み
と
り
ま
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
答
え
は
ア
で
す
。

イ
「
礼れ
い

儀ぎ

正
し
く
ふ
る
ま
お
う
と
も
く
ろ
ん
で
」
の
部
分
が
不
適
切
で

す
。
ウ
「
六
郎
が
ひ
ど
く
お
こ
っ
て
い
る
」、
エ
「
チ
ャ
ン
ス
が
き
た

と
は
り
き
っ
て
」
は
こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
ま
せ
ん
。

問
三　

B
1 

具
体
化 

関
係
づ
け 

　
　

少
年
の
セ
リ
フ
に
注
目
し
て
、
お
願
い
・
少
年
の
希
望
が
あ
ら
わ
れ

て
い
る
部
分
を
ぬ
き
出
し
て
い
き
ま
す
。「
あ
な
た
の
仕
事
を
近
く
で

見
さ
せ
て
も
ら
え
ま
せ
ん
か
」「
ど
ん
な
仕
事
か
見
て
み
た
い
ん
で
す
」

「
鍛
冶
屋
さ
ん
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」
で
す
。
こ
こ
か
ら
答

え
を
作
り
ま
し
ょ
う
。

　

※�

書
き
抜ぬ

き
箇か

所し
ょ

が
正
解
で
も
、
誤ご

字じ

脱だ
つ

字じ

が
あ
る
場
合
は
不
正
解
と

し
ま
す
。

問
四　

B
1 

具
体
化 

比
較

　
　

―
線
②
の
二
行
後
の
段だ
ん

落ら
く

に
、「
鍛
冶
屋
に
近
所
の
母
親
も
子こ

供ど
も

を

近
づ
け
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
し
、
夏
、
冬
か
ま
わ
ず
上
半
身
裸は
だ
か

で

仕
事
を
し
て
い
る
仕
事
場
を
女
、
子
供
が
避さ

け
る
の
は
当
り
前
の
こ
と

だ
っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
本
来
、
子
供
と
鍛
冶
屋
は
関
わ
り
を
持
つ

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
独
身
の
六
郎
に
と
っ
て
、
子
供
は
縁え
ん

遠ど
お

い
も

の
で
し
た
。
だ
か
ら
、
お
願
い
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
面
く
ら
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
答
え
は
エ
で
す
。
こ
の
時
、
ま
だ
少
年
の
真
意

は
わ
か
り
ま
せ
ん
か
ら
ア
「
興
味
本
位
で
」、
ウ
「
興
味
を
持
っ
て
く

れ
た
」
な
ど
の
部
分
が
不
適
切
だ
と
わ
か
り
ま
す
し
、
六
郎
の
具
体
的

な
気
持
ち
で
あ
る
ア
「
不ふ

愉ゆ

快か
い

に
思
う
」、
イ
「
不
気
味
に
思
う
」
ウ

「
う
れ
し
く
思
う
」
な
ど
は
明
示
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
イ
「
な
れ

な
れ
し
く
」
の
部
分
は
本
文
か
ら
は
読
み
取
れ
ま
せ
ん
。

問
五　

B
1 

具
体
化 

比
較

　
　

―
線
⑤
を
含ふ
く

む
一
文
を
よ
く
読
み
ま
し
ょ
う
。「
六
郎
は
自
分
の
意

志
と
は
別
に
少
年
に
対
す
る
話
し
方
が
ぶ
っ
き
ら
棒ぼ
う

に
な
る
の
を
感
じ

1
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て
い
た
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
、
六
郎
は
少
年
に
対
し
、
い
ら
だ

ち
の
よ
う
な
、
マ
イ
ナ
ス
の
感
情
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と

が
読
み
取
れ
ま
す
。
よ
っ
て
ウ
「
い
ら
だ
ち
、
こ
ら
し
め
た
い
」
は
不

適
切
で
す
。
エ
「
か
ら
か
い
た
い
」
も
本
文
か
ら
は
読
み
取
れ
ま
せ

ん
。
ま
た
、
こ
の
後
も
少
年
に
仕
事
に
対
す
る
理
解
度
を
確か
く

認に
ん

し
た
り

し
て
い
な
い
の
で
、
ア
「
鍛
冶
と
い
う
仕
事
に
対
す
る
少
年
の
理
解
度

を
確
か
め
た
い
」、
と
い
う
意
志
は
六
郎
に
は
な
い
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

問
六　

B
1 

具
体
化 

比
較

　
　

―
線
⑥
の
直
後
に
「
今
、
何
と
言
う
た
」
と
問
う
て
い
る
こ
と
か

ら
も
、
あ
ま
り
に
も
意
外
な
こ
と
が
お
こ
っ
て
と
て
も
驚お
ど
ろ

い
て
い
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。２
ペ
ー
ジ
の
下げ

段だ
ん

に
も
あ
る
よ
う
に
鍛
冶
場
に
は
、

「
ト
ヨ
」
と
、
仕
事
先
の
人
間
が
品
物
の
仕
上
が
り
の
確
認
に
く
る
だ

け
で
す
。
ま
し
て
子
供
な
ど
は
近
寄
り
も
し
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
少
年

の
「
鍛
冶
屋
さ
ん
に
な
り
た
い
」
と
い
う
言
葉
に
、
何
を
言
っ
て
い
る

ん
だ
と
驚
い
た
の
で
し
ょ
う
。
ア
「
し
み
じ
み
感
動
」、
イ
「
真
意
を

は
か
り
か
ね
て
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
ま
で
の
こ
と
を
じ
っ
く
り
考

え
る
余よ

裕ゆ
う

が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
ウ
「
少
年
が
…
堂
々

と
語
っ
た
こ
と
に
驚
き
、
嬉う
れ

し
く
」
と
い
う
よ
う
な
深
い
関
係
に
は

な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

問
七　

B
1 

関
係
づ
け 

　
　

⑦

の
直
前
に
「
定
め
ら
れ
た
温
度
で
し
か
鋼は
が
ね

は
六
郎
の
言
う
こ

と
を
き
か
な
い
」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
し
ま
し
ょ
う
。

⑦

を
含
む

一
文
に
あ
る
「
鍛
冶
」
と
は
、
六
郎
の
こ
と
で
す
。

　

※�

書
き
抜
き
箇
所
が
正
解
で
も
、
誤
字
脱
字
が
あ
る
場
合
は
不
正
解
と

し
ま
す
。

問
八　

B
１ 

具
体
化 

関
係
づ
け 

　
　
「
ト
ヨ
」
は
「
丁
寧
に
挨あ

い

拶さ
つ

す
る
少
年
を
見
て
」
お
ど
ろ
い
て
い
ま

す
。

⑦

の
三
行
後
で
、
六
郎
は
少
年
の
挨
拶
を
見
て
「
感
心
な
子

だ
」
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

※�

書
き
抜
き
箇
所
が
正
解
で
も
、
誤
字
脱
字
が
あ
る
場
合
は
不
正
解
と

し
ま
す
。

問
九　

B
１ 

具
体
化 

比
較

　
　

―
線
⑨
の
直
前
の
段
落
の
内
容
を
よ
く
読
み
ま
し
ょ
う
。そ
こ
に
は
、

六
郎
が
「
少
年
が
鍛
冶
屋
に
な
り
た
い
と
言
い
出
し
た
の
は
少
年
期
に

よ
く
あ
る
気
ま
ぐ
れ
…
学
校
に
通
い
は
じ
め
れ
ば
浩
太
は
鍛
冶
屋
の
こ

と
も
自
分
の
こ
と
も
忘
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
」
と
考
え
て
い
る
こ
と
が

示
さ
れ
て
い
ま
す
。
六
郎
が
少
年
に
仕
事
を
さ
せ
て
や
っ
た
り
、
ご
ち

そ
う
し
た
り
し
て
い
る
の
は
、
鍛
冶
の
自
分
を
し
た
っ
て
く
れ
る
少
年

へ
の
情
の
よ
う
な
も
の
だ
と
わ
か
り
ま
す
。
鍛
冶
屋
の
仕
事
を
「
つ
ま

ら
ん
」
と
表
現
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
以
上
互た
が

い
に
思
い
入
れ
を
強
め

る
の
は
よ
く
な
い
、
と
い
う
気
持
ち
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ア
「
少
年
に
、
鍛
冶
屋
の
仕
事
を
真し
ん

剣け
ん

に
伝
授
し
て
い
こ
う
と
思
っ
て

い
る
」、
イ
「
少
年
が
見
学
に
来
る
の
を
や
め
さ
せ
た
い
」、
エ
「
鍛
冶

屋
の
よ
う
な
仕
事
で
は
な
く
別
の
仕
事
に
つ
く
よ
う
に
勧す
す

め
た
い
」
な

ど
の
部
分
が
本
文
か
ら
は
読
み
取
れ
ま
せ
ん
。

問
十　

B
２ 

具
体
化 

推
論

　
　

―
線
⑩
の
直
前
の
少
年
の
セ
リ
フ
「
親
方
の
仕
事
は
素
晴
ら
し
い
」

「
面
白
い
の
で
は
な
く
、
立り
っ

派ぱ

な
仕
事
で
す
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か

国語 ─解答と解説
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ら
、
少
年
が
鍛
冶
屋
の
仕
事
を
高
度
な
技
術
職
で
、
立
派
な
仕
事
だ
と

考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、「
ま
ぶ
し
そ
う
」
と
い
う

表
現
か
ら
、
少
年
の
六
郎
へ
の
尊そ
ん

敬け
い

の
気
持
ち
を
読
み
と
り
ま
し
ょ
う
。

記
述
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
①
鍛
冶
屋
と
い
う
仕
事
は
立
派
だ
と
い
う
こ
と

と
、
②
少
年
の
六
郎
へ
の
尊
敬
の
気
持
ち
が
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
か
ど

う
か
で
す
。

　

※�

設
問
の
指
示
や
字
数
・
文
字
指
定
に
従し
た
が

っ
て
い
な
い
も
の
は
不
正

解
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
誤
字
脱
字
が
一
つ
の
場
合
は
減
点
１
点
、

二
つ
あ
る
場
合
は
減
点
２
点
、
そ
れ
以
上
は
不
正
解
と
し
ま
す
。

ま
た
解
答
の
説
明
に
過
不
足
が
あ
る
場
合
は
減
点
３
点
と
し
ま
す

問
十
一　

B
1 

関
係
づ
け 

比
較

　
　

脱だ
つ

文ぶ
ん

挿そ
う

入に
ゅ
う

問
題
は
、
そ
こ
で
し
か
出
て
こ
な
い
特と
く

徴ち
ょ
う

的て
き

な
言
葉
に
注

目
で
き
て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
も
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
で

は
、
少
年
が
言
う
「
親
方
」
で
す
。
本
文
中
で
は
傍ぼ
う

点て
ん

ま
で
つ
け
ら
れ

て
強
調
さ
れ
て
い
ま
し
た
。【
イ
】
の
直
前
に
も
「
親
方
」
と
い
う
言
葉

が
出
て
き
ま
す
が
、
こ
れ
は
六
郎
が
つ
か
っ
て
い
る
言
葉
で
す
。

　

※�

書
き
抜
き
箇
所
が
正
解
で
も
、
誤
字
脱
字
が
あ
る
場
合
は
不
正
解
と

し
ま
す
。

　

�　

齋さ
い

藤と
う

孝た
か
し

『
教き
ょ
う

育い
く

力り
ょ
く

』（
岩い
わ

波な
み

書し
ょ

店て
ん

）
か
ら
出
題
し
ま
し
た
。
前
半
で

は
、
主
に
「
向
上
心
の
技
化
」
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。
教
育
の

主
た
る
目
的
は
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
沿そ

っ
て
勉
強
し
て
い
く
こ
と
で
、

知
識
と
と
も
に
向
上
心
を
技
化
し
て
い
く
こ
と
だ
、
と
ま
と
め
て
い
ま

す
。
後
半
で
は
、
勉
強
す
る
上
で
、
素
直
で
あ
る
こ
と
が
基
本
で
あ
る

こ
と
が
示
さ
れ
、
勉
強
す
る
こ
と
で
、
知
識
を
得
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、

「
頭
が
良
く
な
」
り
、
自
制
心
と
い
う
、
メ
ン
タ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の

技
術
も
身
に
付
け
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
難む
ず
か

し

い
言
葉
も
前
後
で
や
さ
し
く
言
い
換か

え
て
く
れ
て
い
ま
す
。
本
文
中
に

キ
ー
ワ
ー
ド
が
い
く
つ
か
出
て
き
ま
す
が
、
具
体
的
に
言
う
と
そ
れ
は

ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
を
し
っ
か
り
読
み
と
り
ま
し
ょ
う
。

問
一　

B
1 

具
体
化 

関
係
づ
け

　
　

二
段
落
目
は
「
技
と
い
う
の
は
…
」
で
始
ま
り
、「
向
上
心
の
技
化
」

と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
説
明
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、「
し

た
が
っ
て
、
向
上
心
を
技
に
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
の
中

の
向
上
心
を
沸わ

き
立
た
せ
よ
う
と
思
う
と
き
に
、
い
つ
で
も
そ
れ
が
で

き
る
と
い
う
こ
と
だ
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
部
分
か
ら
は
字
数
に
合
わ

せ
て
ぬ
き
出
せ
ま
せ
ん
か
ら
、
こ
れ
と
同
意
の
表
現
を
探
し
ま
す
。
す

る
と
、
同
じ
二
段
落
に
「『
こ
れ
を
や
っ
て
み
よ
う
』
と
思
っ
た
と
き

に
、
向
上
心
を
し
っ
か
り
沸
き
立
た
せ
る
こ
と
が
自
然
に
で
き
る
」
と

い
う
部
分
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。

　

※�

書
き
抜
き
箇
所
が
正
解
で
も
、
誤
字
脱
字
が
あ
る
場
合
は
不
正
解
と

し
ま
す
。

問
二　

B
１ 

関
係
づ
け 

比
較

　
　

②

が
あ
る
段
落
の
内
容
は
、「『
こ
れ
を
や
っ
て
み
よ
う
』
と
思

2
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っ
た
と
き
に
、
向
上
心
を
し
っ
か
り
沸
き
立
た
せ
る
こ
と
」
の
具
体
例

で
す
。
段
落
の
頭
の
接せ
つ

続ぞ
く

詞し

を
考
え
る
と
き
は
、
前
後
の
段
落
の
関
係

を
読
み
と
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

問
三　

B
1 
具
体
化 

比
較

　
　
「
知
的
向
上
心
を
磨み
が

く
」
と
は
、
勉
強
を
通
し
て
、
も
っ
と
知
り
た

い
、
も
っ
と
深
く
学
び
た
い
、
そ
し
て
向
上
し
て
い
く
自
分
で
い
た
い

と
思
え
る
よ
う
な
体
験
を
積
み
重
ね
、
そ
う
い
う
気
持
ち
を
高
め
て
い

く
こ
と
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
答
え
は
ウ
で
す
。
ア
「
良
い
職
業
に

つ
け
る
と
い
う
こ
と
が
動
機
」
と
は
本
文
中
に
あ
り
ま
せ
ん
し
、「
知
的

向
上
心
」
と
は
「
も
っ
と
勉
強
し
な
け
れ
ば
」
と
い
う
気
持
ち
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
イ
「
知
的
向
上
心
」
が
「
勉
強
し
な
け
れ
ば
生
ま
れ
て
こ

な
い
」
と
は
本
文
中
に
示
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
し
、「
磨
く
砥と

石い
し

」
と
い
う

比ひ

喩ゆ

の
部
分
が
無む

視し

さ
れ
て
い
ま
す
。
エ
本
文
中
で
は
「
知
識
を
詰つ

め

込こ

む
だ
け
の
勉
強
」
に
つ
い
て
触ふ

れ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

問
四　

B
1 

具
体
化 

比
較

　
　

―
線
④
を
含ふ
く

む
部
分
を
読
む
と
、「
学
歴
無
視
こ
そ
が
…
人
の
個
性

を
端た
ん

的て
き

に
見
る
こ
と
に
つ
な
が
る
」
と
あ
り
ま
す
。
学
歴
無
視
こ
そ
が
、

人
の
個
性
を
正
し
く
ず
ば
り
と
見
る
こ
と
に
つ
な
が
る
、
と
い
う
ぐ
ら

い
の
意
味
で
し
ょ
う
。
こ
こ
で
「
端
的
」
は
、
余
計
な
文
言
を
省
き
、

要
点
を
簡か
ん

潔け
つ

に
表
す
さ
ま
、
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
文
脈

か
ら
、
こ
の
「
端
的
に
見
る
」
は
マ
イ
ナ
ス
の
意
味
で
つ
か
わ
れ
て
い

な
い
の
で
、
ア
は
不
適
切
で
す
。
ウ
「
長
所
」
の
部
分
が
本
文
中
か
ら

読
み
取
れ
ま
せ
ん
。
エ
「
端
的
」
と
い
う
言
葉
に
「
あ
り
の
ま
ま
」
と

い
う
よ
う
な
意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
五　

B
１ 

具
体
化 

関
係
づ
け

　
　

本
文
中
で
使
わ
れ
て
い
る
「
頭
」
が
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
説
明
さ

れ
て
い
た
の
は
、
後
半
の
最
後
か
ら
二
段
落
目
の
段
落
で
す
。
そ
こ
に

は
、「『
頭
』
と
私わ
た
し

た
ち
が
思
っ
て
い
る
も
の
は
…
お
も
に
文
脈
を
つ

け
る
力
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
文
脈
を
つ
け
て
理
解
す
る

力
と
い
う
の
は
、
や
れ
ば
や
る
ほ
ど
伸の

び
て
い
く
も
の
な
の
だ
」
と
あ

り
ま
す
。

　

※�

書
き
抜
き
箇
所
が
正
解
で
も
、
誤
字
脱
字
が
あ
る
場
合
は
不
正
解
と

し
ま
す
。

問
六　

B
1 

理
由 

比
較 

　
　

―
線
⑥
に
つ
い
て
、
そ
の
直
後
の
段
落
で
「
考
え
て
み
れ
ば
当
た
り

前
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
」
と
受
け
、

―
線
⑥
が
言
え
る
理
由
が
説
明
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
に
は
、「
勉
強
す
る
と
い

う
こ
と
の
基
本
は
…
耳
を
傾か
た
む

け
て
我が

慢ま
ん

し
て
聴き

く
と
い
う
心
の
構
え

が
求
め
ら
れ
る
…
自じ

己こ

中
心
的
・
独ど
く

善ぜ
ん

的
な
態
度
を
一
度
捨す

て
る
必
要

が
あ
る
」
と
あ
り
ま
す
。
勉
強
を
通
し
て
、
そ
う
い
う
心
の
構
え
を
く

り
返
す
う
ち
に
「
自
制
心
」
が
身
に
付
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

で
す
か
ら
、
答
え
は
エ
で
す
。
ア
こ
こ
で
は
勉
強
と
遊
び
を
対
極
に
お

い
て
い
ま
せ
ん
。「
遊
び
た
い
気
持
ち
を
お
さ
え
て
」
の
部
分
が
不
適
切

で
す
。
イ
「
将し
ょ
う

来ら
い

の
安
定
に
…
心
に
余よ

裕ゆ
う

が
生
ま
れ
」、
ウ
「
勉
強
す

る
上
で
必
要
な
、
何
と
し
て
も
理
解
し
よ
う
と
い
う
強
い
意
志
」
と
い

う
よ
う
な
表
現
は
本
文
中
に
あ
り
ま
せ
ん
。

問
七　

B
１ 

置
換 

関
係
づ
け 

　
　
「
耳
を
傾
け
て
聴
く
と
い
う
心
の
構
え
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
段
落

を
含
む
六
段
落
に
わ
た
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。「
構
え
」
に
つ
な
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が
る
言
葉
を
探
し
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
に
は
、「
積
極
的
に
受
動
的
な
構

え
」
が
あ
り
ま
す
が
字
数
に
あ
い
ま
せ
ん
。
読
み
進
め
る
と

―
線
⑩
の

次
の
段
落
が
、「
そ
う
い
う
わ
け
で
、
勉
強
を
す
る
と
素
直
に
吸き
ゅ
う

収し
ゅ
う

す

る
構
え
が
技
と
な
る
」
で
始
ま
っ
て
い
ま
す
。「
そ
う
い
う
わ
け
で
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
段
落
の
文
頭
で
、「
耳
を

傾
け
て
聴
く
と
い
う
心
の
構
え
」
に
つ
い
て
説
明
し
て
き
た
こ
こ
ま
で

の
ま
と
め
を
し
て
い
る
の
で
す
。「
素
直
に
吸
収
す
る
構
え
」
は
「
人

の
言
っ
て
い
る
こ
と
に
耳
を
傾
け
る
と
い
う
素
直
な
態
度
」
と
同
意
の

表
現
で
す
。

　

※�

書
き
抜
き
箇
所
が
正
解
で
も
、
誤
字
脱
字
が
あ
る
場
合
は
不
正
解
と

し
ま
す
。

問
八　

Ａ
２ 

知
識 

比
較 

　
　

―
線
⑧
の
直
後
に
、「
つ
ま
り
心
を
す
っ
き
り
さ
せ
て
」
と
あ
る
こ

と
に
注
目
で
す
。
エ
「
批ひ

判は
ん

す
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
ま
ず
は
相
手

の
言
っ
て
い
る
こ
と
を
受
け
入
れ
」
る
こ
と
が
大
切
だ
と
あ
り
ま
す
。

問
九　

B
1 

具
体
化 

比
較

　
　

本
文
で
は
、
勉
強
す
る
う
え
で
大
事
な
の
は
、「
ま
ず
は
相
手
の
言

っ
て
い
る
こ
と
を
受
け
入
れ
」
る
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
が
説
明
さ
れ
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
を
再さ
い

確か
く

認に
ん

し
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、

―
線
⑨
の
直

後
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は

―
線
⑨
の
具
体
例
で
す
。
そ
こ
に
は「
モ
ー

ツ
ァ
ル
ト
が
音
楽
の
技
法
・
文
法
を
修
得
し
て
表
現
し
た
よ
う
に
」
と

あ
り
ま
す
。
過
去
の
知
識
や
技
を
修
得
し
た
人
が
、
そ
れ
ら
を
使
っ
て

自
分
な
り
の
表
現
を
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
ア
知
識
だ
け
に
し
か

触
れ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、「
何
が
新
し
い
表
現
か
わ
か
ら
な
い

の
で
」
の
部
分
も
理
由
と
し
て
不
十
分
で
す
。
イ
「
過
去
の
知
識
や
技

を
修
得
」
と
い
う
大
事
な
部
分
が
ぬ
け
て
い
る
選せ
ん

択た
く

肢し

で
す
。
エ
「
素

直
な
気
持
ち
が
…
な
い
と
」
の
部
分
が
「
過
去
の
知
識
や
技
を
修
得
し

て
」
の
部
分
と
意
味
が
ず
れ
て
い
ま
す
。

問
十　

B
１ 

理
由 

比
較

　
　
「
な
ぜ
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
文
の
根こ
ん

拠き
ょ

、
理
由
と
な
る
部
分
を
探さ
が

し
ま
す
。

―
線
⑩
の
直
前
の
文
は「
だ
か
ら
勉
強
す
れ
ば
…
」と
あ
り
、

こ
の
文
の
前
に
理
由
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
、「
基

本
的
に
は
学
ぶ
と
い
う
活
動
は
『
素
直
さ
』
を
育
て
る
も
の
で
あ
る
」

と
あ
り
ま
す
。

　

※�

書
き
抜
き
箇
所
が
正
解
で
も
、
誤
字
脱
字
が
あ
る
場
合
は
不
正
解
と

し
ま
す
。

問
十
一　

B
２ 

抽
象
化 

比
較

　
　

内な
い

容よ
う

正せ
い

誤ご

の
問
題
は
、
選
択
肢
を
一
つ
一
つ
丁て
い

寧ね
い

に
読
む
こ
と
が
大

切
で
す
。
イ
「
全
く
無
意
味
」
の
部
分
が
誤あ
や
ま

り
で
す
。
ウ
「
人
の
上
に

立
ち
た
い
と
い
う
向
上
心
」
の
部
分
が
誤
り
で
す
。
エ
「
勉
強
の
し
す

ぎ
で
」
と
い
う
よ
う
な
話
は
本
文
中
に
は
出
て
き
ま
せ
ん
。

　

�　

Ａ
１ 

知
識 

　
　

文
脈
を
考
え
て
、
慣
用
句
や
こ
と
わ
ざ
を
完
成
さ
せ
ま
し
ょ
う
。
知

ら
な
か
っ
た
言
葉
、
自
分
で
例
文
を
作
る
こ
と
が
で
き
な
い
言
葉
に
つ

い
て
は
、
辞
書
な
ど
で
確か
く

認に
ん

し
て
く
だ
さ
い
。

　

① 
「
す
ぐ
食
べ
て
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
食
べ
物
が
腐く
さ

り
や
す

い
・
長
持
ち
し
な
い
と
い
う
意
味
の
「
足
が
早
い
」
が
あ
て
は
ま
り

ま
す
。
選
択
肢
の
言
葉
は
そ
れ
ぞ
れ
、
ア
「
肩か
た

を
持
つ
」
＝
味
方
を

す
る
、
イ
「
腕う
で

を
ふ
る
う
」
＝
能
力
や
技
量
を
十
分
に
発は
っ

揮き

す
る
、

3
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ウ
「
あ
わ
せ
る
顔
が
な
い
」
＝
申
し
訳わ
け

が
た
た
な
い
、
エ
「
足
が
棒ぼ
う

に
な
る
」
＝
あ
ち
こ
ち
歩
き
ま
わ
っ
て
く
た
び
れ
る
、
で
す
。

　

②�
「
お
世
話
に
な
っ
た
」
と
あ
る
の
で
、
相
手
に
引
け
目
が
あ
っ
て
対

等
な
関
係
に
た
て
な
い
と
い
う
意
味
の
「
頭
が
あ
が
ら
な
い
」
が
あ

て
は
ま
り
ま
す
。
選
択
肢
の
言
葉
は
そ
れ
ぞ
れ
、
ア
「
顔
が
き
く
」

＝
権け
ん

力り
ょ
く

な
ど
を
持
っ
て
い
て
、
そ
の
人
が
出
る
こ
と
で
無
理
が
と
お

る
、
イ
「
頭
を
冷
や
す
」
＝
冷
静
に
な
っ
て
考
え
る
、
ウ
「
手
を
そ

め
る
」
＝
手
を
つ
け
る
、
事
業
な
ど
に
関
係
す
る
、
エ
「
気
が
重
い
」

＝
何
か
を
す
る
の
に
気
が
進
ま
な
い
、
で
す
。

　

③�

「
自
分
で
考
え
て
行
動
し
ろ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ

こ
に
あ
て
は
ま
る
の
は
、
他
人
の
言
動
に
わ
け
も
わ
か
ら
ず
付
き
従し
た
が

う
と
い
う
意
味
の
「
し
り
馬
に
乗
る
」
だ
と
わ
か
り
ま
す
。
選
択
肢

の
言
葉
は
そ
れ
ぞ
れ
、
ア
「
首
を
つ
っ
こ
む
」
＝
興
味
本
位
で
そ
の

こ
と
に
関
係
す
る
、
イ
「
図
に
乗
る
」
＝
い
い
気
に
な
っ
て
勢
い
づ

く
、
ウ
「
手
を
ぬ
く
」
＝
い
い
加
減
に
す
る
、
エ
（
顔
に
）
泥ど
ろ

を
ぬ

る
」
＝
恥は
じ

を
か
か
せ
る
、
で
す
。

　

④�

文
脈
か
ら
感
動
さ
せ
た
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
ら
、
こ
こ
に
は

「
心
を
う
つ
」
が
入
り
ま
す
。
選
択
肢
の
言
葉
は
そ
れ
ぞ
れ
、
ア

「
手
を
焼
く
」
＝
処し
ょ

理り

や
対た
い

策さ
く

の
仕
方
が
わ
か
ら
ず
困こ
ま

る
、イ
「
名

を
残
す
」
＝
後
世
ま
で
名
声
が
伝
え
ら
れ
る
、ウ
「
終し
ゅ
う

止し

符ふ

を
う
つ
」

＝
決
着
を
つ
け
る
、
エ
「
歯
が
立
た
な
い
」
＝
自
分
の
力
で
は
ど
う

に
も
対
応
で
き
な
い
、
で
す
。

　

⑤�

わ
け
が
わ
か
ら
ず
ぼ
ん
や
り
す
る
こ
と
を
「
き
つ
ね
に
つ
ま
ま
れ
る
」

と
い
い
ま
す
。
選
択
肢
の
言
葉
は
そ
れ
ぞ
れ
、
ア
「
虎と
ら

の
威い

を
借か

る

狐き
つ
ね

」
＝
自
分
に
は
力
が
な
い
の
に
、
強
い
人
の
力
を
た
よ
り
、
そ
の

か
げ
に
か
く
れ
て
い
ば
る
こ
と
、
イ
「
借
り
て
き
た
猫ね
こ

」
＝
ほ
か
の

家
か
ら
借
り
て
き
た
猫
の
よ
う
に
、
い
つ
も
と
ち
が
っ
て
と
て
も
お

と
な
し
い
こ
と
、
ウ
「
鶴つ
る

の
一
声
」
＝
多
く
の
人
の
意
見
や
議ぎ

論ろ
ん

を

お
さ
え
つ
け
る
、
権け
ん

威い

あ
る
人
の
ひ
と
こ
と
の
こ
と
、
エ
「
猿さ
る

も
木

か
ら
落
ち
る
」
＝
ど
ん
な
名
人
で
も
失
敗
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う

こ
と
の
た
と
え
、
で
す
。

　

�　

Ａ
２ 

知
識 

比
較

　
　

述
語
に
よ
る
文
の
分
類
の
問
題
で
す
。
ア
は
「
何
が
ナ
ン
ダ
」、
イ

は
「
何
が
ド
ン
ナ
ダ
」、
ウ
は
「
何
が
ド
ウ
ス
ル
」
の
形
の
文
で
す
。
述

語
を
言
い
き
り
の
形
に
直
し
た
時
、「
名め
い

詞し

＋
だ
」
か
、「
形
容
詞
＋

だ
・
形
容
動
詞
」
か
、「
動
詞
」
か
を
見
極
め
ま
し
ょ
う
。

　

①
「
し
た
い
の
だ
」
の
言
い
き
り
の
形
は
「
す
る
」
で
す
。

　

②�

「
人
材
だ
」
は
言
い
切
り
の
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。「
名
詞
＋
だ
」

で
す
。

　

③
「
細
め
た
」
の
言
い
き
り
の
形
は
「
細
め
る
」
で
す
。

　

④�

こ
の
「
平
和
だ
」
に
は
注
意
が
必
要
で
す
。「
世
界
が
求
め
て
い
る

の
（
こ
と
）
は
…
平
和
だ
」
と
い
う
文
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
形
容
動

詞
の
「
平
和
だ
」
で
は
な
く
、「
名め
い

詞し

＋
だ
」
の
「
平
和
＋
だ
」
で
す
。

で
す
か
ら
、
答
え
は
ア
で
す
。

　

⑤�

「
静
か
で
す
」
の
言
い
切
り
の
形
は
「
静
か
だ
」
で
す
。「
静
か
な
」

と
活
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
こ
れ
は
形
容
動
詞
で
す
。
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