
宮
沢
賢
治
の

『

や
ま
な
し』
は
、
教
師
泣
か
せ
の
教
材
で
あ

る
。｢

よ
く
わ
か
ら
な
い｣

と
い
う
感
想
が
、
こ
の
作
品
に
は
付

き
物
の
よ
う
で
あ
る
。(

注
１)

作
品
冒
頭
、
蟹
の
兄
弟
の
会
話
に
出
て
く
る

｢
ク
ラ
ム
ボ
ン｣

と
い
う
謎
め
い
た
語
が
、
そ
う
い
う
作
品
の
性
格
を
よ
く
象
徴

し
て
い
よ
う
。

そ
の
一
方
で
、
こ
の
作
品
が
賢
治
の
童
話
の
中
で
も
比
較
的

よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
、
多
く
の
読
者
を
ひ
き
つ
け
て
き
た
こ
と

も
ま
た
確
か
で
あ
る
。｢

童
話

『

や
ま
な
し』

は
、
宮
沢
賢
治

を
代
表
す
る
珠
玉
の
短
編
で
あ
る
。｣

で
始
ま
る
西
郷
竹
彦
氏

の

『

宮
沢
賢
治

｢

や
ま
な
し｣

の
世
界』

(

平
成
六
年
、
黎
明

書
房)

な
ど
は
、
そ
の
魅
力
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
成
果
の
最

た
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。

本
稿
で
は
、
不
可
解
さ
と
魅
力
と
を
あ
わ
せ
も
っ
た

『

や
ま

な
し』

の
授
業
化
を
試
み
、
本
授
業
の
国
語
教
育
に
お
け
る
意

義
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

授
業
の
ね
ら
い
と
し
て
は
、
作
品
の
不
可
解
さ
を
逆
に
バ
ネ

に
し
て
想
像
力
を
存
分
に
働
か
せ
、
ワ
ク
ワ
ク
す
る
よ
う
な
読

書
行
為
を
通
し
て
、『

や
ま
な
し』

の
魅
力
を
引
き
出
す
こ
と

に
あ
る
。

授
業
の
方
法
と
し
て
は
、
作
品
の
構
成
に
着
目
し
て
四
枚
の

カ
ー
ド
を
用
意
し
、
そ
の
四
枚
の
カ
ー
ド
の
つ
な
が
り
、
組
み

合
わ
せ
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
授
業
を
わ
か
り
や
す
く
、

か
つ
楽
し
く
進
め
る
よ
う
に
し
た
い
。

た
だ
し
、
こ
の
授
業
化
の
モ
デ
ル
は
、
筆
者
が
大
学
で
行
な
っ

て
い
る
授
業
実
践
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
れ
を
た
と
え
ば
小
学

校
六
年
生
の
国
語
の
授
業
で
利
用
す
る
に
は
こ
の
ま
ま
と
い
う

わ
け
に
は
い
か
な
い
。
役
に
立
つ
と
こ
ろ
、
立
た
な
い
と
こ
ろ

を
適
宜
斟
酌
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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一

『

や
ま
な
し』

の
授
業
化

『

や
ま
な
し』

の
構
成
を
、
ま
ず
整
理
し
て
み
る
。
最
初
に
、

｢

小
さ
な
谷
川
の
底
を
写
し
た
二
枚
の
青
い
幻
燈
で
す
。｣

と
い

う
一
文
が
あ
っ
て
、｢

一
、
五
月｣

の
見
出
し
に
続
く
本
文
、

｢

二
、
十
二
月｣

の
見
出
し
に
続
く
本
文
が
あ
っ
て
、
最
後
に
、

｢

私
の
幻
燈
は
こ
れ
で
お
し
ま
い
で
あ
り
ま
す
。｣

と
あ
る
。

｢

一
、
五
月｣

、｢

二
、
十
二
月｣

の
内
容
を
、
【
図
１
】
の
通

り
の
四
枚
の
カ
ー
ド
に
整
理
し
て
み
る
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
授
業

は
始
ま
る
。

｢

二
枚
の
青
い
幻
燈｣

の
う
ち
の
一
枚
目

｢

一
、
五
月｣

の

内
容
を
整
理
す
る
と
、
カ
ー
ド
Ａ
、
Ｂ
の
よ
う
に
な
る
。
カ
ー

ド
Ａ
は
、
二
匹
の
蟹
の
子
供
の
兄
弟
の
会
話
で
成
り
立
っ
て
い

る
。
兄
弟
の
話
題
は
、｢

ク
ラ
ム
ボ
ン｣

と
い
う
何
か
に
つ
い

て
で
、
そ
れ
が
笑
っ
た
だ
と
か
死
ん
だ
だ
と
か
二
匹
の
蟹
の
や

り
と
り
が
描
か
れ
る
。
カ
ー
ド
Ｂ
は
、
そ
こ
に
魚
、
鳥
の
か
わ

せ
み
、
蟹
の
兄
弟
の
父
親
が
加
わ
る
。
川
の
中
を
行
っ
た
り
来

た
り
す
る
魚
め
が
け
て
か
わ
せ
み
が
飛
び
込
ん
で
き
て
、
そ
れ

き
り
魚
の
姿
は
蟹
の
兄
弟
の
目
の
前
か
ら
消
え
て
し
ま
う
。
魚

は
ど
こ
へ
行
っ
た
の
か
と
尋
ね
る
子
供
に
、
父
は

｢

こ
わ
い
所

へ
行
っ
た｣

と
こ
た
え
る
。

青
い
幻
燈
の
二
枚
目
、｢

二
、
十
二
月｣

の
内
容
は
、
カ
ー

ド
Ｃ
、
Ｄ
の
通
り
で
あ
る
。
カ
ー
ド
Ｃ
で
は
、
蟹
の
兄
弟
の
泡

の
大
き
さ
く
ら
べ
が
描
か
れ
る
。
ふ
た
り
の
あ
い
だ
に
ク
ラ
ム

ボ
ン
が
話
題
と
し
て
出
て
く
る
こ
と
は
も
う
な
い
。
最
後
の
カ
ー

ド
Ｄ
で
は
、
よ
う
や
く
と
言
う
べ
き
か
、
タ
イ
ト
ル
と
な
っ
て

い
る
や
ま
な
し
が
登
場
す
る
。
お
そ
ら
く
木
か
ら
落
下
し
た
で

― 2―



あ
ろ
う
や
ま
な
し
が
川
面
を
流
れ
て
い
き
、
木
の
枝
に
引
っ
か

か
っ
て
止
ま
る
。
そ
し
て
蟹
の
親
子
が
穴
に
帰
ろ
う
と
す
る
と

こ
ろ
で
十
二
月
は
終
わ
る
。

Ａ

｢
蟹
の
兄
弟
の
ク
ラ
ム
ボ
ン
を
め
ぐ
る
会
話｣

、
Ｂ

｢

か

わ
せ
み
と
魚｣
、
Ｃ

｢

蟹
の
兄
弟
の
泡
の
大
き
さ
く
ら
べ｣

、
Ｄ

｢

や
ま
な
し
と
蟹
の
親
子｣

。
四
枚
の
カ
ー
ド
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ

に
、
さ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
が
書
い
て
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し

か
し
、
そ
れ
ら
を
並
べ
て
ひ
と
つ
の
筋
を
見
出
そ
う
と
す
る
と
、

｢

よ
く
わ
か
ら
な
い｣

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。『

や
ま

な
し』

の
読
み
方
と
し
て
、
こ
と
さ
ら
筋
を
求
め
な
い
で
、
詩

を
読
む
よ
う
に
理
解
し
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意

見
が
あ
る
の
も
一
方
で
う
な
ず
け
る
。
が
、
こ
の
授
業
で
は
、

Ａ
〜
Ｄ
の
四
枚
の
カ
ー
ド
を
つ
な
ぎ
合
せ
な
が
ら
、
見
え
ざ
る

筋
を
紡
ぎ
出
し
て
み
た
い
。

た
と
え
ば
、
こ
の
物
語
の
題
名

｢

や
ま
な
し｣
を
伏
字
に
し

て
、
題
名
を
知
ら
な
い
ま
ま
で
本
文
の
み
を
読
ん
だ
と
す
る
。

は
た
し
て
、
ど
れ
だ
け
の
読
者
が
、｢

や
ま
な
し｣

と
い
う
題

名
を
想
起
で
き
る
だ
ろ
う
か
。｢

か
に
の
兄
弟｣

｢

ク
ラ
ム
ボ
ン｣

｢

か
に
の
親
子｣
｢

川
の
底｣

｢

青
い
幻
燈｣

、
思
い
つ
い
た
と
し

て
も
、
大
概
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、

や
ま
な
し
が
出
て
く
る
の
は
物
語
も
お
し
ま
い
に
近
づ
い
て
か

ら
だ
。
し
か
も
、
や
ま
な
し
は
、
川
に
落
ち
て
き
て
、
流
れ
て
、

引
っ
か
か
っ
て
、
止
ま
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
な
ぜ
、

物
語
の
題
名
に
選
ば
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
い
を
頭
に
入
れ
な
が
ら
、
カ
ー
ド
Ｄ
の
場
面
を
見
て

み
よ
う
。
そ
の
場
面
の
導
入
は
こ
う
だ
。
蟹
の
兄
弟
が
泡
の
大

き
さ
く
ら
べ
を
し
て
い
る
と
き
、｢

ト
ブ
ン｣

と
音
が
し
て
、

｢

黒
い
円
い
大
き
な
も
の
が
、
天
井
か
ら
落
ち
て
ず
う
つ
と
し

づ
ん
で
又
上
へ
の
ぼ
つ
て
行
き｣

、
蟹
の
子
供
ら
が

｢

か
は
せ

み
だ｣

と
言
っ
た
の
に
対
し
、
蟹
の
父
親
は

｢

さ
う
ぢ
や
な
い
、

あ
れ
は
や
ま
な
し
だ｣

と
言
う
。
こ
こ
に
お
い
て
は
じ
め
て
、

｢

や
ま
な
し｣

と
い
う
語
が
物
語
に
出
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
際
、
注
意
し
た
い
の
は
、
水
面
に
落
ち
て
き
た
も
の
が

｢

か
は
せ
み｣

で
は
な
く

｢

や
ま
な
し｣

だ
と
い
う
よ
う
に
、

｢

や
ま
な
し｣

が

｢

か
は
せ
み｣

と
の
対
に
お
い
て
語
ら
れ
て

い
る
点
で
あ
る
。
無
論
、｢

か
は
せ
み｣

と
は
カ
ー
ド
Ｂ
に
出

て
き
た
鳥
の
こ
と
で
あ
り
、
カ
ー
ド
Ｄ
の
導
入
の
仕
方
そ
の
も

の
が
、
カ
ー
ド
Ｂ
と
の
対
比
を
要
請
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ

い
。そ

こ
で
授
業
で
は
、
カ
ー
ド
Ｂ
と
Ｄ
の
比
較
を
ま
ず
行
い
た

い
。
カ
ー
ド
Ｂ
で
は
、
か
わ
せ
み
が
魚
を
と
り
、｢

こ
わ
い
所｣

へ
連
れ
て
行
く
。
そ
の
魚
に
し
て
も
、｢

お
口
を
環
の
や
う
に

円
く
し
て｣

、
水
中
を
行
っ
た
り
来
た
り
し
な
が
ら
、
兄
の
蟹

の
言
に
よ
れ
ば
、｢

何
か
悪
い
こ
と
を
し
て
る
ん
だ
よ
と
つ
て

る
ん
だ
よ
。｣

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
魚
が
何
か
を
捕
食
し
、

さ
ら
に
そ
の
魚
を
か
わ
せ
み
が
捕
ま
え
る
と
い
う
具
合
に
、
こ

こ
に
は
明
ら
か
に
自
然
界
に
お
け
る
食
物
連
鎖
の
相
が
描
か
れ

て
い
る
。

対
す
る
カ
ー
ド
Ｄ
で
は
、
や
ま
な
し
と
蟹
の
親
子
の
関
係
が
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描
か
れ
る
。
木
の
枝
に
引
っ
か
か
っ
た
や
ま
な
し
に
つ
い
て
、

父
は

｢

よ
く
熟
し
て
ゐ
る
、
い
い
匂
ひ
だ
ら
う｣

と
言
い
、
子

供
は

｢

お
い
し
さ
う
だ
ね｣

と
言
う
。
そ
れ
に
対
し
、
父
の
発

し
た
言
葉
は

｢

待
て｣

だ
っ
た
。｢

も
う
二
日
ば
か
り
待
つ
と

ね
、
こ
い
つ
は
下
へ
沈
ん
で
来
る
、
そ
れ
か
ら
ひ
と
り
で
に
お

い
し
い
お
酒
が
で
き
る
か
ら｣

と
言
う
の
で
あ
る
。

カ
ー
ド
Ｂ
と
Ｄ
は
、｢

食｣

を
話
題
に
し
て
い
る
点
で
共
通

し
て
い
る
が
、
そ
の

｢
食｣

の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
き
わ
め
て

対
照
的
で
あ
る
。『

や
ま
な
し』

は
、
天
井
と
称
さ
れ
る
水
面

を
境
界
と
し
て
、
蟹
の
住
む
水
中
の
世
界
へ
か
わ
せ
み
が
飛
び

込
ん
で
き
た
り
、
や
ま
な
し
が
落
ち
て
き
た
り
と
い
う
よ
う
に
、

上
下
の
運
動
を
軸
に
し
て
物
語
が
展
開
し
て
い
く
仕
掛
け
に
な
っ

て
い
る
。
水
中
に
暮
ら
す
蟹
の
親
子
に
と
っ
て
、
か
わ
せ
み
も

や
ま
な
し
も
異
界
か
ら
や
っ
て
き
た
エ
イ
リ
ア
ン
に
違
い
な
い

が
、
か
わ
せ
み
は
、
食
べ
る
側
の
存
在
と
し
て
能
動
的
に
水
中

に
飛
び
込
ん
で
き
た
の
に
対
し
、
や
ま
な
し
は
、
食
べ
ら
れ
る

側
の
存
在
と
し
て
引
力
に
従
っ
て
自
然
に
落
ち
て
き
た
だ
け
で

あ
る
。
そ
の
や
ま
な
し
に
対
し
て
、
父
の
蟹
が
示
し
た
態
度
は

あ
く
ま
で
待
ち
の
姿
勢
だ
っ
た
。
や
ま
な
し
は
す
で
に
よ
く
熟

し
て
い
て
、
蟹
の
親
子
の
取
り
う
る
行
動
の
選
択
肢
と
し
て
は
、

木
の
枝
に
引
っ
か
か
っ
た
や
ま
な
し
を
な
ん
ら
か
の
方
法
で
取

る
こ
と
も
あ
り
え
た
は
ず
だ
。
し
か
し
、
父
の
と
っ
た
の
は
、

水
面
の
梨
が
さ
ら
に
熟
し
て
発
酵
し
て
水
中
に
沈
ん
で
く
る
ま

で
待
つ
こ
と
だ
っ
た
。

カ
ー
ド
Ｂ
、
Ｄ
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、
【
図
２
】
の
よ
う

に
な
る
。
カ
ー
ド
Ｂ
で
は
、
生
き
物
が
生
き
物
の
命
を
〈
奪
い

取
る
食
〉
が
描
か
れ
、
血
の
に
お
い
が
す
る
の
に
対
し
、
カ
ー

ド
Ｄ
で
は
、
血
が
流
れ
る
こ
と
は
な
い
。
や
ま
な
し
は
、
果
実

が
熟
し
て
い
わ
ば
死
を
迎
え
て
落
ち
て
き
た
と
こ
ろ
を
食
べ
ら

れ
る
に
過
ぎ
な
い
し
、
蟹
は
自
分
か
ら
食
べ
物
を
と
り
に
行
こ

う
と
せ
ず
、
向
こ
う
か
ら
自
分
の
手
元
ま
で
や
っ
て
き
た
と
こ

ろ
を
い
た
だ
く
姿
勢
に
徹
し
て
い
た
。
カ
ー
ド
Ｂ
の
〈
奪
い
取

る
食
〉
に
対
し
、
カ
ー
ド
Ｄ
に
表
さ
れ
た

｢

食｣

を
〈
い
た
だ

く
食
〉
と
名
づ
け
る
こ
と
に
す
る
。
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さ
て
、
で
は
な
ぜ
こ
の
物
語
の
題
名
は

｢

や
ま
な
し｣

な
の

で
あ
ろ
う
。
〈
奪
い
取
る
食
〉
と
〈
い
た
だ
く
食
〉
の
二
つ
の

〈
食
〉
の
あ
り
方
の
う
ち
、〈
い
た
だ
く
食
〉
を
象
徴
す
る
や

ま
な
し
が
題
名
に
選
ば
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
〈
食
〉

の
問
題
は
、
当
然
他
者
と
の
関
係
の
仕
方
、
ひ
い
て
は
生
き
方

に
関
わ
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
ヒ
ン
ト
と
し
て
、
作
者
に
関
す

る
情
報
を
ひ
と
つ
引
用
す
る
。
宮
沢
賢
治
が
友
人
の
保
阪
嘉
内

に
宛
て
た
書
簡
で
、
賢
治
の
〈
食
〉
に
対
す
る
考
え
方
を
知
る

た
め
の
資
料
と
し
て
よ
く
参
考
に
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

私
は
春
か
ら
生
物
の
か
ら
だ
を
食
ふ
の
を
や
め
ま
し
た
。

け
れ
ど
も
先
日

｢

社
会｣

と

｢

連
絡｣
を
｢

と
る｣

お
ま
じ

な
ゐ
に
ま
ぐ
ろ
の
さ
し
み
を
数
切
た
べ
ま
し
た
。
又
茶
椀
む

し
を
さ
じ
で
か
き
ま
わ
し
ま
し
た
。
食
は
れ
る
さ
か
な
が
も

し
私
の
う
し
ろ
に
居
て
見
て
ゐ
た
ら
何
と
思
ふ
で
せ
う
か
。

(

中
略)

酒
を
の
み
、
常
に
絶
え
ず
犠
牲
を
求
め
、
魚
鳥
が

心
尽
し
の
犠
牲
の
お
膳

(

筆
者
修
正
。
原
文
で
は

｢

膳｣
の

文
字
が
木
偏
と
な
っ
て
い
る)

の
前
に
不
平
に
、
こ
れ
を
命

と
も
思
は
ず
ま
ず
い
の
ど
う
の
と
云
ふ
人
た
ち
を
食
は
れ
る

も
の
が
見
て
ゐ
た
ら
何
と
云
ふ
で
せ
う
か
。
も
し
又
私
が
さ

か
な
で
私
も
食
は
れ
私
の
父
も
食
は
れ
私
の
母
も
食
は
れ
私

の
妹
も
食
は
れ
て
ゐ
る
と
す
る
。
私
は
人
々
の
う
し
ろ
か
ら

見
て
ゐ
る
。｢

あ
ゝ
あ
の
人
は
私
の
兄
弟
を
箸
で
ち
ぎ
っ
た
。

と
な
り
の
人
と
は
な
し
な
が
ら
何
と
も
思
は
ず
呑
み
こ
ん
で

し
ま
っ
た
。
私
の
兄
弟
の
か
ら
だ
は
つ
め
た
く
な
っ
て
さ
っ

き
、
横
は
っ
て
ゐ
た
。
今
は
不
思
議
な
エ
ン
チ
ー
ム
の
作
用

で
真
暗
な
処
で
分
解
し
て
居
る
だ
ら
う
。
わ
れ
ら
の
眷
属
を

あ
げ
て
尊
い
惜
し
い
命
を
す
て
ゝ
さ
ゝ
げ
た
も
の
は
人
々
の

一
寸
の
あ
わ
れ
み
を
も
買
へ
な
い
。｣

私
は
前
に
さ
か
な
だ
っ

た
こ
と
が
あ
っ
て
食
は
れ
た
に
ち
が
ひ
あ
り
ま
せ
ん
。

(

大
正
七

(

一
九
一
八)

年
五
月
十
九
日
保
阪
嘉
内
宛
書
簡

よ
り)

こ
の
書
簡
は
、『

や
ま
な
し』

が

｢

岩
手
毎
日
新
聞｣

に
発

表
さ
れ
る
五
年
ほ
ど
前
、
賢
治
二
十
二
歳
の
時
に
書
か
れ
た
も

の
で
あ
る
。
賢
治
は
、｢

生
物
の
か
ら
だ
を
食
ふ｣

こ
と
を
や

め
た
と
し
て
、
そ
の
心
境
を
食
べ
ら
れ
る
魚
の
身
に
な
っ
て
綴
っ

て
い
る
。
引
用
し
た
文
章
に
続
い
て
、
屠
殺
さ
れ
る
豚
の
こ
と
、

宿
屋
を
訪
れ
た
人
物
が
食
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
様
子
と
宿
屋

の
親
子
の
憐
れ
な
様
子
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。
賢
治
は
こ
の

書
簡
に
お
い
て
、
一
貫
し
て
〈
食
〉
を
食
べ
ら
れ
る
側
の
立
場

か
ら
捉
え
よ
う
と
し
、
一
方
の
食
べ
る
側
の
傲
慢
さ
に
対
す
る

憤
り
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
。
そ
れ
に
続
け
て
、
書
簡
の
話
題

は
次
の
よ
う
に
転
じ
て
い
く
。

私
は
今
度
は
明
る
い
山
山
の
模
様
を
書
き
ま
せ
う
。
山
で

は
か
た
く
り
の
花
が
忙
し
く
青
い
葉
に
変
り
ま
し
た
。
ま
た

｢

せ
き
ざ
く
ら｣

の
花
が
一
寸
銹
び
か
か
つ
て
き
ま
し
た
。

く
ろ
も
じ
の
芽
は
弱
い
病
気
の
子
の
や
う
に
萌
え
出
し
丈
夫

― 5―



な
木
々
は
パ
ッ
パ
ッ
と
蓮
華
の
咲
く
様
に
葉
を
出
す
様
な
気

が
し
ま
す
。

食
べ
ら
れ
る
魚
や
豚
の
話
題
か
ら
、｢

明
る
い
山
山
の
模
様｣

、

す
な
わ
ち
植
物
の
生
の
営
み
へ
と
い
う
流
れ
は
、〈
奪
い
取
る

食
〉
の
世
界
の
か
わ
せ
み
や
魚
の
話
題
か
ら
、
〈
い
た
だ
く
食
〉

の
世
界
の
や
ま
な
し
へ
と
い
う
移
り
行
き
と
パ
ラ
レ
ル
の
関
係

に
あ
り
、
五
年
の
隔
た
り
を
越
え
て
同
一
の
対
比
の
パ
タ
ー
ン

が
見
ら
れ
て
興
味
深
い
。

以
上
、
書
簡
を
参
考
に
考
察
し
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
れ
ば
、

『

や
ま
な
し』

に
お
い
て
描
か
れ
た
ふ
た
つ
の
〈
食
〉
の
あ
り

方
の
う
ち
、〈
奪
い
取
る
食
〉
に
対
し
て
賢
治
は
マ
イ
ナ
ス
の

イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
、
や
ま
な
し
に
象
徴
さ
れ
る
〈
い
た
だ
く
食
〉

に
は
、
賢
治
の
理
想
の
〈
食
〉
の
あ
り
方
、
あ
る
べ
き
共
生
の

姿
が
託
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、

や
ま
な
し
が
題
名
に
選
ば
れ
た
事
情
も
腑
に
落
ち
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
今
回
、
筆
者
は
作
者
の
書
簡
を
持
ち
出
し
て
、『
や

ま
な
し』

の
読
み
を
補
完
し
た
わ
け
だ
が
、
授
業
に
お
い
て
そ

の
作
業
が
必
須
と
い
う
こ
と
で
は
む
ろ
ん
な
い
。
カ
ー
ド
Ｂ
と

Ｄ
を
純
粋
に
比
べ
て
題
名
の
謎
に
向
き
合
っ
て
み
る
の
も
、
そ

れ
は
そ
れ
で
十
分
に
想
像
の
楽
し
み
を
得
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

残
る
二
枚
の
カ
ー
ド
、
カ
ー
ド
Ａ
と
Ｃ
に
つ
い
て
見
て
み
よ

う
。
カ
ー
ド
Ａ
に
つ
い
て
は
、
な
ん
と
言
っ
て
も
二
匹
の
蟹
の

子
供
が
話
題
に
し
て
い
る
ク
ラ
ム
ボ
ン
が
ま
ず
も
っ
て
問
題
と

な
ろ
う
。
ク
ラ
ム
ボ
ン
は
、『

や
ま
な
し』

の
み
で
使
用
さ
れ

た
作
者
の
造
語
で
あ
り
、
こ
の
語
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
も

様
々
な
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。(

注
２)

ク
ラ
ム
ボ
ン
の
指
し
示
す
も
の
が
あ
る
一
つ
の
答
え
に
収
斂

す
る
よ
う
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
以
上
、｢

ク
ラ
ム
ボ
ン
は
〇

〇
〇
で
あ
る｣

の
〇
〇
〇
に
当
て
は
ま
る
語
は
、
基
本
的
に
読

者
ひ
と
り
ひ
と
り
の
想
像
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
あ

る
読
者
は
、
ク
ラ
ム
ボ
ン
をcrab

(

カ
ニ)

の
も
じ
り
か
ら
で

き
た
言
葉
と
捉
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、crab

と
い
う

語
を
知
ら
な
い
読
者
、
た
と
え
ば
多
く
の
日
本
の
子
供
た
ち
に

と
っ
て
は
、
そ
の
発
想
は
思
慮
の
埒
外
に
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の

知
識
や
経
験
に
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
ク

ラ
ム
ボ
ン
の
イ
メ
ー
ジ
が
作
ら
れ
て
よ
い
。

学
生
に
ク
ラ
ム
ボ
ン
に
つ
い
て
尋
ね
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
答

え
の
中
で
よ
り
多
い
の
は

｢

泡｣

と
い
う
答
え
で
あ
る
。
ク
ラ

ム
ボ
ン
が
泡
の
こ
と
だ
と
し
て
、
ク
ラ
ム
ボ
ン
が
笑
っ
た
り
、

あ
る
い
は
死
ん
だ
り
す
る
と
は
、
泡
の
ど
ん
な
様
子
を
言
い
表

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
蟹
の
子
供
た
ち
の
主
観
に
委

ね
ら
れ
た
表
現
で
、
読
者
は
そ
れ
を
想
像
す
る
し
か
な
い
の
だ

が
、
た
と
え
ば
ク
ラ
ム
ボ
ン
が
笑
う
と
は
泡
の
き
ら
め
き
、
光

り
具
合
に
か
か
わ
り
、
ク
ラ
ム
ボ
ン
が
死
ぬ
あ
る
い
は
殺
さ
れ

る
と
は
、
泡
が
蟹
の
い
る
水
の
底
か
ら
上
へ
と
上
昇
し
遠
ざ
か

る
こ
と
、
あ
る
い
は
消
え
て
な
く
な
る
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
い

よ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
幼
い
兄
弟
の
言
葉
を
介
し
た
戯

れ
と
し
て
受
け
止
め
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
最
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も
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
解
釈
と
し
て
、
ク
ラ
ム
ボ
ン
を

｢

泡｣

と

仮
定
し
て
授
業
を
進
め
て
い
き
た
い
。

さ
て
、
ク
ラ
ム
ボ
ン
＝
泡
説
に
立
つ
と
、
と
た
ん
に
カ
ー
ド

Ａ
と
Ｃ
の
共
通
項
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
い
う
ま
で
も
な

く
、
そ
の

｢

泡｣

で
あ
る
。
カ
ー
ド
Ａ
で
は
、
蟹
の
兄
弟
に
よ

る

｢

泡｣

を
め
ぐ
る
会
話
、
Ｃ
で
は
同
じ
く
蟹
の
兄
弟
に
よ
る

｢

泡｣

の
大
き
さ
く
ら
べ
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
た

だ
し
、
カ
ー
ド
Ａ
で
は

｢

泡｣

は
蟹
の
兄
弟
に
と
っ
て
あ
く
ま

で

｢

ク
ラ
ム
ボ
ン｣

と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
Ａ
の
場
面
で

も

｢

泡｣

の
表
記
は
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
地
の
文

に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ー
ド
Ｃ
で
は
、
蟹
の
兄
弟
は

泡
を

｢

泡｣

と
表
現
し
、｢

ク
ラ
ム
ボ
ン｣

と
呼
ぶ
こ
と
は
も

う
な
い
。
こ
の
差
は
ど
こ
か
ら
生
じ
る
の
だ
ろ
う
か
。

｢

二
、
十
二
月｣

は
、
こ
ん
な
一
文
か
ら
始
ま
る
。｢

蟹
の

子
供
ら
は
も
う
よ
ほ
ど
大
き
く
な
り
、
底
の
景
色
も
夏
か
ら
秋

の
間
に
す
つ
か
り
変
り
ま
し
た｣

。
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
の

は
、
季
節
の
移
ろ
い
、
時
間
の
経
過
で
あ
り
、
蟹
の
子
供
た
ち

の
成
長
で
あ
る
。
そ
し
て
、
五
月
か
ら
十
二
月
の
あ
い
だ
に
、

お
そ
ら
く
彼
ら
は
言
葉
を
学
習
し
た
の
で
あ
る
。｢

ク
ラ
ム
ボ

ン｣

と
は
、
い
わ
ば

｢

泡｣

の
幼
児
語
と
言
い
う
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
幼
い
子
が
車
を
ブ
ー
ブ
ー
、
犬
を
ワ
ン
ワ
ン
と
呼
ぶ
よ

う
に
、
こ
の
蟹
の
兄
弟
は
五
月
の
段
階
で
は
そ
の
幼
さ
ゆ
え
に

｢
泡｣

を

｢

泡｣

と
表
現
す
る
術
を
持
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、｢

ク
ラ
ム
ボ
ン｣

は
蟹
の
兄
弟
の
み
に
通

じ
る
二
人
だ
け
の
言
葉
で
あ
っ
て
、
そ
の
父
親
に
も
、
あ
る
い

は
他
の
蟹
た
ち
に
も
理
解
不
能
の
言
葉
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な

い
。
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カ
ー
ド
Ａ
か
ら
Ｃ
へ
、
そ
こ
に
は
蟹
の
兄
弟
の
成
長
、
こ
と

ば
の
獲
得
が
見
て
と
れ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
も
う
ひ
と
つ
考

え
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
カ
ー
ド
Ｃ
で
蟹
の
兄
弟
が
し

て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
泡
の
大
き
さ
く
ら
べ
に
つ
い
て
で
あ

る
。
蟹
の
兄
弟
は
泡
の
大
き
さ
を
競
っ
て
、
と
く
に
弟
の
蟹
の

ほ
う
は
兄
に
負
け
ま
い
と
懸
命
で
あ
る
。
父
に
ど
ち
ら
の
方
が

大
き
い
か
を
尋
ね
て
兄
の
方
だ
と
言
わ
れ
、
弟
の
蟹
は
泣
き
そ

う
に
な
る
始
末
で
あ
る
。
カ
ー
ド
Ａ
に
は
な
く
、
カ
ー
ド
Ｃ
に

あ
る
こ
と
。
そ
れ
は
、
蟹
の
兄
弟
に
芽
生
え
て
い
る
競
争
原
理

で
あ
り
、｢

大
き
い
こ
と
は
い
い
こ
と
だ｣

と
い
う
価
値
観
で

あ
る
。

泡
を
め
ぐ
る
二
枚
の
カ
ー
ド
Ａ
、
Ｃ
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、

【
図
３
】
の
よ
う
に
な
る
。
と
は
い
え
、
カ
ー
ド
Ｃ
に
見
ら
れ

る
の
が
競
争
原
理
と
言
っ
て
も
、
蟹
の
兄
弟
が
し
て
い
る
こ
と

と
言
え
ば
泡
の
大
き
さ
く
ら
べ
と
い
う
子
ど
も
の
遊
び
に
過
ぎ

ず
、
些
細
な
事
と
言
え
ば
た
し
か
に
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
カ
ー
ド
Ａ
と
Ｃ
に
挟
ま
れ
た
カ
ー
ド
Ｂ
を
こ
こ
で
思
い

浮
か
べ
れ
ば
、
泡
の
大
き
さ
く
ら
べ
を
た
ん
な
る
無
邪
気
な
子

供
の
遊
び
と
し
て
片
付
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
カ
ー
ド
Ｂ
に
は
、
カ
ワ
セ
ミ
が
魚
を
捕
え
、
そ
の
魚
も

口
を
開
け
て
小
さ
な
生
き
物
を
捕
食
し
て
い
た
。
簡
潔
に
言
い

表
せ
ば
、
食
物
連
鎖
、
弱
肉
強
食
の
世
界
を
そ
こ
に
見
る
こ
と

が
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。
さ
て
、
カ
ー
ド
Ｂ
と
カ
ー
ド
Ｃ
と
を

じ
っ
く
り
比
べ
て
み
た
時
、
な
に
か
見
え
て
く
る
も
の
が
あ
り

は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
強
い
も
の
が
自
分
よ
り
も
弱
い
も
の
を

食
べ
る
カ
ー
ド
Ｂ
の
世
界
。
よ
り
大
き
い
こ
と
を
目
指
し
て
競

う
カ
ー
ド
Ｃ
の
世
界
。
こ
う
見
て
く
る
と
、
こ
の
二
枚
の
カ
ー

ド
が
、
無
縁
と
は
言
い
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る
こ
と
、
対
義
的

な
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
む
し
ろ
類
似
の
関
係
に
あ
る
こ
と

が
理
解
で
き
る
。
お
そ
ら
く
、
カ
ー
ド
Ｂ
に
示
さ
れ
た
弱
肉
強

食
の
〈
奪
い
取
る
食
〉
の
世
界
は
、
カ
ー
ド
Ｃ
に
示
さ
れ
た
大

き
い
こ
と
が
勝
ち
に
つ
な
が
る
価
値
観
の
延
長
上
に
成
り
立
つ

世
界
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
蟹
の
兄
弟
も
や
が
て
は
自
身
の
ハ

サ
ミ
で
小
さ
な
生
き
物
を
捕
ま
え
て
食
べ
る
よ
う
に
な
る
可
能

性
を
秘
め
た
存
在
で
あ
る
。
カ
ー
ド
Ａ
か
ら
Ｃ
へ
と
蟹
の
兄
弟

が
た
ど
っ
た
の
は
、
彼
ら
が
小
さ
い
時
に
あ
れ
だ
け
恐
が
っ
て

い
た
弱
肉
強
食
の
世
界
に
、
彼
ら
自
身
が
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う

ち
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
に
な
る
大
人
へ
の
階
段
で
あ
っ
た

の
か
も
知
れ
な
い
。

こ
こ
で
も
う
一
つ
、
忘
れ
る
わ
け
に
い
か
な
い
の
が
カ
ー
ド

Ｄ
の
存
在
で
あ
る
。
泡
の
大
き
さ
く
ら
べ
に
興
じ
る
蟹
の
兄
弟

が
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
カ
ー
ド
Ｂ
の

世
界
と
は
対
照
的
な
世
界
が
、
彼
ら
の
も
う
一
方
の
隣
に
は
用

意
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
〈
い
た
だ
く
食
〉
の
世
界
で
あ
る
。

〈
奪
い
取
る
食
〉
の
世
界
と
〈
い
た
だ
く
食
〉
の
世
界
に
蟹
の

兄
弟
は
挟
ま
れ
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、〈
奪
い
取
る
食
〉

の
世
界
に
向
か
う
可
能
性
を
漂
わ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ

で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
父
親
の
蟹
の

｢

待
て｣
の
一
言
だ
っ
た
。
す
で
に
お
い
し
そ
う
に
熟
し
て
い

た
や
ま
な
し
を
、
放
っ
て
お
け
ば
、
蟹
の
兄
弟
は
〈
と
る
〉
行
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為
に
出
た
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
父
は
そ
れ
を
許
さ
な

か
っ
た
。
父
は
〈
奪
い
取
る
食
〉
と
は
対
極
に
あ
る
〈
い
た
だ

く
食
〉
の
世
界
、
血
を
流
さ
ず
に
共
生
で
き
る
世
界
を
、
子
供

た
ち
に
指
し
示
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
カ
ー
ド
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ

の
関
係
を
ま
と
め
る
と
、
【
図
４
】
の
よ
う
に
な
る
。

こ
の
三
枚
の
カ
ー
ド
に
、
そ
れ
ぞ
れ
似
合
っ
た
色
を
つ
け
る

と
ど
う
な
る
だ
ろ
う
。
競
争
原
理
の
芽
生
え
た
蟹
の
兄
弟
の
カ
ー

ド
Ｃ
は
〈
黄
〉
、
〈
奪
い
取
る
食
〉
の
世
界
の
カ
ー
ド
Ｂ
は

〈
赤
〉
、〈
い
た
だ
く
食
〉
の
世
界
の
カ
ー
ド
Ｄ
は
〈
青
〉
と

な
ろ
う
か
。
す
る
と
、
左
か
ら
青
、
黄
、
赤
と
ち
ょ
う
ど
信
号

機
と
同
じ
並
び
に
な
り
、
た
と
え
ば
そ
れ
を
、｢

〈
食
〉
の
信

号
機｣

、
あ
る
い
は

｢

生
き
方
の
信
号
機｣

と
名
付
け
て
授
業

で
利
用
す
る
の
も
、
ひ
と
つ
の
工
夫
か
も
知
れ
な
い
。

四
枚
の
カ
ー
ド
を
結
び
付
け
な
が
ら
、
次
第
に
物
語
が
浮
か

び
上
が
っ
て
き
た
よ
う
に
思
う
が
、
も
う
一
歩
、
さ
ら
に
踏
み

込
ん
で
想
像
力
を
働
か
せ
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
父
親
の
蟹
が

〈
い
た
だ
く
食
〉
の
世
界
を
子
供
た
ち
に
示
す
必
然
性
に
つ
い

て
で
あ
る
。
な
ぜ
父
親
の
蟹
は
、〈
奪
い
取
る
食
〉
で
は
な
く
、

〈
い
た
だ
く
食
〉
の
方
に
価
値
を
見
出
し
、
そ
れ
を
子
供
に
教

育
す
る
気
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

『

や
ま
な
し』

に
は
、
ク
ラ
ム
ボ
ン
と
同
様
に
作
者
の
造
語

が
も
う
ひ
と
つ
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
カ
ー
ド
Ｃ
の
場

面
に
出
て
く
る

｢

イ
サ
ド｣

の
三
文
字
で
あ
る
。
蟹
の
兄
弟
が

泡
の
大
き
さ
を
競
い
合
っ
て
い
た
と
き
に
、
父
親
の
蟹
が
出
て

き
て
、｢

も
う
ね
ろ
ね
ろ
。
遅
い
ぞ
、
あ
し
た
イ
サ
ド
へ
連
れ

て
行
か
ん
ぞ
。｣

と
言
う
の
で
あ
る
。
ク
ラ
ム
ボ
ン
は
、
兄
弟

の
や
り
と
り
の
中
で
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
る
が
、
イ
サ
ド
は
、

父
親
の
こ
の
発
話
の
一
回
き
り
で
、
イ
サ
ド
を
め
ぐ
る
や
り
と

り
が
そ
の
後
発
展
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
父
の
言
葉
か
ら
察
す
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る
に
、
イ
サ
ド
と
は
、
地
名
で
あ
れ
施
設
の
名
で
あ
れ
、
そ
れ

が
あ
る
場
所

(

空
間)

を
指
し
示
す
語
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の

場
所
は
蟹
の
子
供
た
ち
に
と
っ
て
は
行
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る

と
い
う
こ
と
ま
で
は
共
通
理
解
と
し
て
確
認
で
き
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
そ
こ
か
ら
先
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
読
者
に
委
ね
ら
れ
た
想

像
の
領
域
と
な
る
だ
ろ
う
。
あ
る
読
者
は
遊
園
地
の
よ
う
な
所

を
思
い
浮
か
べ
る
か
も
知
れ
な
い
し
、
今
ど
き
の
読
者
の
中
に

は
イ
オ
ン
の
よ
う
な
大
型
商
業
施
設
が
頭
に
ひ
ら
め
く
人
も
い

る
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
子
供
に
と
っ
て
、
そ

れ
は
楽
し
い
場
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
イ
サ
ド
に
つ
い
て
は
、
作
品
冒
頭
に
出
て

き
て
印
象
に
残
り
や
す
い
ク
ラ
ム
ボ
ン
ほ
ど
に
は
、
話
題
に
さ

れ
る
こ
と
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、『

新
・
宮
澤

賢
治
語
彙
事
典』

(

原
子
朗
・
東
京
書
籍)
で
は
、
ク
ラ
ム
ボ

ン
の
説
明
が
二
〇
行
で
あ
る
の
に
対
し
、
イ
サ
ド
に
つ
い
て
は

八
行
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
イ
サ
ド
は

『

や
ま
な
し』

以

外
の
作
品
に
も
類
似
の
語
が
見
え
、『

風
の
又
三
郎』
と
そ
の

先
行
形
の
一
つ
と
さ
れ
る

『

種
山
ヶ
原』

に

｢

伊
佐
戸｣
と
い

う
地
名
が
出
て
く
る
。
こ
れ
ま
で
の
イ
サ
ド
に
関
す
る
指
摘
の

中
で
、
一
つ
だ
け
気
に
な
る
も
の
が
あ
る
。
栗
原
敦
氏
の

『

や

ま
な
し』

の
評
釈

(｢

國
文
學｣

昭
和
五
七
年
二
月)

の
中
に
、

イ
サ
ド
に
つ
い
て

｢

不
明｣

と
し
な
が
ら
、｢

イ
サ
ド
＝
医
者

宿
ま
た
は
医
者
処
の
意｣

と
す
る
解
釈
の
紹
介
が
あ
る
。
そ
の

出
自
に
つ
い
て
は
詳
ら
か
に
し
な
い
が
、
医
者
の
宿
あ
る
い
は

処
と
は
病
院
の
こ
と
と
解
し
て
問
題
な
い
だ
ろ
う
。
イ
サ
ド
＝

病
院
説
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。

そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
あ
る
。
イ
サ
ド
が
子
供
に
と
っ
て
楽
し
い

場
で
あ
る
と
す
る
前
提
に
立
て
ば
、
病
院
と
い
う
選
択
肢
は
ま
っ

さ
き
に
除
外
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
次
の
こ

と
が
ら
を
考
え
に
加
え
る
な
ら
ば
、
見
え
て
く
る
風
景
は
一
変

す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
物
語
に
姿
を
現
さ
な
い
蟹
の
兄
弟
の

母
親
に
つ
い
て
で
あ
る
。
も
し
も
母
親
の
蟹
が
、
イ
サ
ド
＝
病

院
に
入
院
し
て
い
る
と
し
た
ら
、
子
供
に
と
っ
て
、
病
院
の
受

け
止
め
方
は
ま
っ
た
く
違
う
も
の
に
な
る
は
ず
だ
。
授
業
に
お

い
て
こ
の
展
開
ま
で
及
ん
で
く
る
と
、
学
生
の
中
に
は

｢

ト
ト

ロ
だ｣

と
思
わ
ず
声
を
出
す
者
も
い
る
。
入
院
し
て
い
る
母
と

い
う
設
定
、
子
供
の
時
に
し
か
見
え
な
い
ト
ト
ロ
、
ク
ラ
ム
ボ

ン
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
と
、
両
者
の
類
似
は
ま
ん
ざ
ら
偶
然

と
も
思
わ
れ
な
い
気
も
す
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
こ
れ

以
上
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
す
る
。

イ
サ
ド
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
父
親
の
蟹
が
〈
い
た
だ
く
食
〉

の
世
界
に
子
供
た
ち
を
導
く
こ
と
に
な
っ
た
必
然
性
に
つ
い
て

理
解
す
る
た
め
に
お
こ
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
イ
サ
ド
が
病
院

で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
こ
と
と
〈
い
た
だ
く
食
〉
の
世
界
と
を

直
接
つ
な
げ
る
こ
と
は
い
ま
だ
難
し
い
。
さ
ら
に
そ
こ
に
は
想

像
力
の
架
け
橋
が
必
要
で
あ
る
。
で
は
、
母
親
の
蟹
は
な
ぜ
入

院
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
も
ま
た
、
想
像
の
上
に
想
像

を
重
ね
る
よ
う
な
も
の
で
、
答
え
よ
う
の
な
い
問
い
か
も
知
れ

な
い
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
世
界
を
で
き
る
か
ぎ
り
有
機
的
な

連
関
の
も
と
に
理
解
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
こ
の
問
い
に
も
あ
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る
方
向
性
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
母

親
の
蟹
が
病
気
や
怪
我
な
ど
に
よ
っ
て
入
院
し
な
く
て
は
な
ら

な
く
な
っ
た
状
況
と
リ
ン
ク
す
る
カ
ー
ド
は
、
四
枚
の
う
ち
、

血
の
に
お
い
の
す
る
カ
ー
ド
Ｂ
で
あ
る
。
母
親
の
蟹
は
、〈
奪

い
取
る
食
〉
の
世
界
に
お
い
て
、
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
奪
い

取
ら
れ
る
側
に
立
た
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
自
分
よ
り
も
強

い
も
の
に
襲
わ
れ
、
傷
つ
い
て
、
そ
の
結
果
、
入
院
と
い
う
事

態
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
父
親
の
蟹
が
子
供
た

ち
を
〈
い
た
だ
く
食
〉
の
世
界
に
導
こ
う
と
し
た
背
景
に
は
、

〈
奪
い
取
る
食
〉
の
世
界
で
傷
つ
い
た
わ
が
妻
の
存
在
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
の
が
、
四
枚
の
カ
ー
ド
を
用

い
て
創
り
出
し
た
、『

や
ま
な
し』
の
世
界
の
一
つ
の
姿
で
あ

る
。二

『

や
ま
な
し』

の
授
業
の
意
義

『

や
ま
な
し』

に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
谷
川
の
底
に
暮
ら

す
蟹
の
親
子
の
物
語
で
あ
る
。
私
た
ち
人
間
が
水
面
を
通
し
て

見
お
ろ
す
世
界
が
、『

や
ま
な
し』

で
は
蟹
の
目
線
で
見
上
げ

る
よ
う
に
し
て
描
か
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
人
間
に
と
っ
て
水
面

で
あ
る
も
の
が

｢

天
井｣

と
表
現
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
読
者
は
、

人
間
を
い
っ
た
ん
離
れ
て
、
蟹
の
視
点
に
立
っ
て
世
界
を
眺
め

渡
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
取
り
上
げ
た
宮
沢
賢

治
の
書
簡
に
顕
著
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
賢
治
が
、
食
べ
る
人
間

の
側
と
は
反
対
の
食
べ
ら
れ
る
立
場
か
ら
発
想
す
る
目
を
持
っ

た
人
で
あ
っ
た
こ
と
と
も
、
密
接
に
関
係
し
て
い
よ
う
。
国
語

教
材
と
し
て
も
よ
く
知
ら
れ
る

『

注
文
の
多
い
料
理
店』

な
ど

も
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
発
想
か
ら
生
ま
れ
た
作
品
で
あ
る
。

人
間
の
尺
度
に
縛
ら
れ
ず
に
世
界
を
み
る
こ
と
を
可
能
に
し

て
く
れ
る
の
が
、『

や
ま
な
し』

は
じ
め
宮
沢
賢
治
の
童
話
の

大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
教
育
は
一
方
で
、
自
己
の
主
体
性
の
確

立
を
念
頭
に
置
く
が
、
賢
治
の
童
話
は
、
自
己

(

人
間)

が
対

象
と
す
る
存
在
の
側
に
身
を
置
い
て
み
る
こ
と
を
学
ば
せ
て
く

れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
他
者
へ
の
想
像
力
を
喚
起
し
、
複
眼

的
な
思
考
を
促
す
文
学
だ
と
言
っ
て
よ
い
。

こ
の
た
び
の

『

や
ま
な
し』

の
授
業
で
は
、
想
像
力
を
の
び

の
び
と
働
か
せ
て
読
む
こ
と
を
第
一
に
考
え
な
が
ら
行
っ
た
。

ク
ラ
ム
ボ
ン
や
イ
サ
ド
、
あ
る
い
は
母
蟹
の
不
在
や
話
の
つ
な

が
り
の
不
明
瞭
さ
な
ど
、
読
者
が
補
う
余
地
が
多
い
だ
け
に
、

想
像
力
を
働
か
せ
る
に
は
格
好
の
教
材
だ
と
言
っ
て
よ
い
。

今
回
提
示
し
た

『

や
ま
な
し』

の
解
釈
は
、
む
ろ
ん
ひ
と
つ

の
仮
説
に
過
ぎ
な
い
。
ク
ラ
ム
ボ
ン
を

｢

泡｣

、
イ
サ
ド
を

｢

病
院｣

と
し
て
仮
定
し
て
、
そ
こ
に
物
語
を
見
出
し
て
い
っ

た
わ
け
だ
が
、
別
の
ク
ラ
ム
ボ
ン
像
、
別
の
イ
サ
ド
像
を
仮
定

す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
ま
た
異
な
る

『

や
ま
な
し』

の
世
界
が
描

か
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
想
像
の
行
為
は
、
真
っ
白
な
キ
ャ
ン
バ
ス
に

好
き
な
絵
を
描
く
よ
う
に
完
全
に
自
由
で
あ
る
か
と
い
う
と
、

そ
う
で
は
な
い
。『

や
ま
な
し』

の
授
業
で
は
四
枚
の
カ
ー
ド

を
用
い
た
。
こ
の
四
枚
の
カ
ー
ド
を
で
き
る
だ
け
つ
な
げ
る
よ
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う
に
し
て
想
像
力
を
働
か
す
、
と
い
う
の
が
今
回
の
授
業
の
ル
ー

ル
で
あ
っ
た
。
カ
ー
ド
と
カ
ー
ド
の
つ
な
が
り
は
、
あ
る
と
き

は
イ
コ
ー
ル
で
結
ば
れ
る
か
も
知
れ
な
い
し
、
あ
る
と
き
は
逆

向
き
の
矢
印
の
関
係
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
カ
ー
ド
か
ら
さ

ま
ざ
ま
な
要
素
を
抽
出
し
て
、
カ
ー
ド
間
の
関
係
を
考
え
る
こ

と
。
あ
た
か
も
そ
れ
は
、
物
語
の
登
場
人
物
の
関
係
を
紐
解
く

よ
う
な
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
想
像
力
が

活
性
化
さ
れ
る
た
め
に
は
、
お
そ
ら
く
あ
る
一
定
の
制
約
、
思

考
の
枠
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
が
な
い
と
、
想
像
は
空
を
ゆ
く

雲
の
よ
う
に
と
り
と
め
の
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
、
胸
に

迫
っ
て
く
る
よ
う
な
物
語
は
そ
こ
か
ら
は
生
ま
れ
な
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

一
般
に
、
読
む
こ
と
と
書
く
こ
と
と
で
は
、
読
む
こ
と
は
書

く
こ
と
ほ
ど
に
は
能
動
的
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
受

け
身
で
、
思
考
も
書
く
こ
と
ほ
ど
に
は
要
し
な
い
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
強
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、『
や
ま
な
し』

の
授
業
で
試
み
た
読
み
は
、
そ
う
し
た
既
成
の
読
み
の
概
念
に

は
お
さ
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
ク
ラ
ム
ボ
ン
を
そ
れ
ぞ
れ
が

イ
メ
ー
ジ
し
、
不
在
の
母
親
の
蟹
に
つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
す

と
き
、
私
た
ち
は
、『

や
ま
な
し』

を
読
み
な
が
ら
、
実
は

『

や
ま
な
し』

の
物
語
を
創
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

読
む
こ
と
は
書
く
こ
と
と
同
様
に
能
動
的
な
営
み
と
な
り
、
そ

こ
に
こ
そ
心
が
あ
つ
く
は
ず
む
よ
う
な
ワ
ク
ワ
ク
感
も
生
じ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
ろ
ん
こ
の
こ
と
は

『

や
ま
な
し』

に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
行
間
を
読
む
行
為
、
空
所
を
読
む

行
為
は
、
物
語
の
読
書
に
は
む
し
ろ
付
き
物
で
あ
る
。『

や
ま

な
し』

が
他
の
物
語
と
比
べ
て
特
徴
的
な
の
は
、
書
か
れ
ざ
る

物
語
を
想
像
力
に
よ
っ
て
紡
ぎ
出
す
行
為
を
よ
り
明
瞭
に
自
覚

し
や
す
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
目
の
前
に
新
し
い
世
界
が
広
が
る

よ
う
な
思
い
を
持
っ
て
、
物
語
を
読
む
っ
て
こ
う
い
う
こ
と
な

ん
だ
と
子
ど
も
た
ち
が
感
じ
て
く
れ
る
こ
と
。『

や
ま
な
し』

の
授
業
化
の
意
義
は
、
ま
さ
に
そ
こ
に
あ
る
。

終
り
に
、
は
な
し
を
や
や
敷
衍
し
て
、
賢
治
の
創
作
の
姿
勢

に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

大
正
一
三

(

一
九
二
四)

年
に
出
版
さ
れ
た
童
話
集

『

イ
ー

ハ
ト
ヴ
童
話

注
文
の
多
い
料
理
店』

は
、
言
う
ま
で
も
な
く

賢
治
が
生
前
に
出
し
た
唯
一
の
童
話
集
で
あ
り
、
そ
の
序
文
に

は
、
賢
治
の
童
話
の
創
作
観
が
次
の
通
り
端
的
に
書
い
て
あ
る
。

こ
れ
ら
の
わ
た
く
し
の
お
は
な
し
は
、
み
ん
な
林
や
野
は

ら
や
鉄
道
線
路
や
ら
で
、
虹
や
月
あ
か
り
か
ら
も
ら
つ
て
き

た
の
で
す
。

ほ
ん
た
う
に
、
か
し
は
ば
や
し
の
青
い
夕
方
を
、
ひ
と
り

で
通
り
か
か
つ
た
り
、
十
一
月
の
山
の
風
の
な
か
に
、
ふ
る

え
な
が
ら
立
つ
た
り
し
ま
す
と
、
も
う
ど
う
し
て
も
こ
ん
な

気
が
し
て
し
か
た
な
い
の
で
す
。
ほ
ん
た
う
に
も
う
、
ど
う

し
て
も
こ
ん
な
こ
と
が
あ
る
や
う
で
し
か
た
な
い
と
い
ふ
こ

と
を
、
わ
た
く
し
は
そ
の
と
ほ
り
書
い
た
ま
で
で
す
。
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作
者
が
い
て
作
品
が
あ
る
。
作
品
を
読
む
こ
と
で
作
者
の
思

想
に
た
ど
り
着
く
。
一
般
に
こ
の
よ
う
な
作
者
と
作
品
の
二
項

を
軸
と
し
た
理
解
の
仕
方
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
賢
治
の
場
合
は

そ
の
理
解
に
お
さ
ま
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
賢
治
に
と
っ
て
お

は
な
し
と
は
、｢

虹
や
月
あ
か
り
か
ら
も
ら
つ
て
き
た｣

も
の

だ
か
ら
で
あ
る
。
賢
治
の
作
品
を
読
む
場
合
、
賢
治
と
い
う
ひ

と
り
の
人
間
の
思
惟
に
帰
着
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
背
後
に

あ
る
虹
や
月
あ
か
り
、
い
わ
ば
自
然
の
存
在
を
忘
れ
る
わ
け
に

は
い
か
な
い
。｢

か
し
は
ば
や
し
の
青
い
夕
方｣

や

｢

十
一
月

の
山
の
風
の
な
か｣

に
い
て
、
そ
こ
で

｢

ど
う
し
て
も
こ
ん
な

こ
と
が
あ
る
や
う
で
し
か
た
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
、
わ
た
く
し

は
そ
の
と
ほ
り
書
い
た
ま
で｣

だ
と
言
う
。
賢
治
の
ス
タ
ン
ス

は
、
作
者
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
自
然
の
言
葉
を
人
間
の
言

葉
に
変
換
す
る
通
訳
者
の
よ
う
な
立
場
に
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

主
役
は
あ
く
ま
で
自
然
の
ほ
う
で
あ
る
。
賢
治
の
童
話
に
見
ら

れ
る
他
者
へ
の
想
像
力
の
問
題
は
、
こ
の
こ
と
と
も
深
く
か
か

わ
っ
て
い
よ
う
。

日
本
近
代
文
学
の
黎
明
期
、
坪
内
逍
遥
は

『

小
説
神
髄』
の

中
で
、｢

小
説
の
主
脳
は
人
情
な
り
、
世
態
風
俗
こ
れ
に
次
ぐ
。

人
情
と
は
い
か
な
る
も
の
を
い
ふ
や
。
曰
く
、
人
情
と
は
人
間

の
情
慾

(

パ
ッ
シ
ョ
ン)

に
て
、
所
謂
百
八
煩
悩
是
れ
な
り
。｣

と
説
い
た
。
以
来
、
様
々
な
主
義
・
手
法
の
小
説
が
日
本
に
お

い
て
も
試
み
ら
れ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
小
説
と
は
人
の
心
に
つ

い
て
書
か
れ
た
も
の
だ
と
い
う
考
え
方
は
、
小
説
の
も
っ
と
も

簡
潔
素
朴
な
定
義
と
し
て
、
今
日
に
お
い
て
も
変
わ
ら
な
い
よ

う
に
思
え
る
。

国
語
教
育
の
世
界
に
お
い
て
も
、
小
学
・
中
学
・
高
校
と
、

私
た
ち
は
童
話
や
小
説
を
読
む
際
に
、
そ
の
登
場
人
物
の
心
を

読
む
こ
と
に
専
念
し
て
き
た
。
兵
十
に
撃
た
れ
た
時
の
ご
ん
の

気
持
ち
は
ど
ん
な
だ
っ
た
ろ
う
、
エ
ー
ミ
ー
ル
か
ら
侮
蔑
を
受

け
た

｢

僕｣

が
、
集
め
た
標
本
箱
の
蝶
を
粉
々
に
し
た
時
の
気

持
ち
は
ど
ん
な
だ
っ
た
ろ
う
、
丸
善
の
本
棚
の
書
籍
を
積
み
上

げ
、
そ
の
上
に
檸
檬
を
置
い
た
時
の

｢

私｣

の
気
持
ち
は
ど
ん

な
だ
っ
た
ろ
う
、
と
い
う
よ
う
に
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
私
た
ち

は
登
場
人
物
の
〈
心
〉
の
向
こ
う
に
作
者
の
〈
心
〉
を
も
見
よ

う
と
し
て
き
た
。
い
わ
ば
そ
れ
が
、
作
品
論
か
ら
作
家
論
へ
と

い
う
近
代
文
学
研
究
の
ベ
イ
シ
ッ
ク
な
パ
タ
ー
ン
と
し
て
、
大

学
で
の
学
び
に
お
い
て
も
確
立
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
人
間
の
〈
心
〉
中
心
の
近
代
文
学
の
流
れ
の
中

で
、
自
然
の
声
に
耳
を
傾
け
よ
う
と
し
た
賢
治
の
童
話
が
い
か

に
独
自
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
賢
治
が
童
話
を
書
い
た
の
が
、

人
間
の
個
性
の
主
張
が
高
ら
か
に
な
さ
れ
た
大
正
期
に
重
な
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
さ
ら
に
そ
の
コ
ン

ト
ラ
ス
ト
は
明
瞭
に
な
る
。
文
学
に
限
ら
ず
、
世
界
の
中
心
に

人
間
を
置
い
て
形
成
さ
れ
て
き
た
近
代
文
明
そ
の
も
の
に
対
す

る
批
判
力
を
、
賢
治
の
童
話
は
内
在
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ

う
。同

じ
く
童
話
集
の
序
文
、
右
の
引
用
に
続
く
箇
所
に
、
宮
沢

賢
治
は
こ
ん
な
こ
と
も
書
い
て
い
る
。
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で
す
か
ら
、
こ
れ
ら
の
な
か
に
は
、
あ
な
た
の
た
め
に
な

る
と
こ
ろ
も
あ
る
で
せ
う
し
、
た
だ
そ
れ
つ
き
り
の
と
こ
ろ

も
あ
る
で
せ
う
が
、
わ
た
く
し
に
は
、
そ
の
み
わ
け
が
よ
く

つ
き
ま
せ
ん
。
な
ん
の
こ
と
だ
か
、
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
と

こ
ろ
も
あ
る
で
せ
う
が
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
は
、
わ
た
く
し
に

も
ま
た
、
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。

作
品
と
は
作
者
の
思
想
の
表
出
で
あ
り
、
作
品
を
知
悉
し
て

い
る
の
は
作
者
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
立
場
に
立
て
ば
、
右

の
文
章
は
、
い
く
ら
か
ふ
ざ
け
の
混
じ
っ
た
、
考
え
方
に
よ
っ

て
は
作
者
と
し
て
無
責
任
な
発
言
と
も
と
れ
な
く
な
い
。
し
か

し
、
こ
こ
に
書
か
れ
て
あ
る
こ
と
が
ら
が
、
そ
れ
か
ら
お
よ
そ

半
世
紀
後
に
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

｢
作
者
の
死｣

(

ロ
ラ
ン
・

バ
ル
ト)

や
テ
ク
ス
ト
論
と
通
低
し
て
い
る
こ
と
を
見
落
と
し

て
は
な
る
ま
い
。
賢
治
の
書
い
た
序
文
は
、
そ
れ
こ
そ
書
き
手

の
意
図
と
は
お
そ
ら
く
無
関
係
に
、
作
者
に
支
配
さ
れ
る
こ
と

な
く
物
語
を
読
む
こ
と
の
可
能
性
を
先
見
的
に
内
包
し
て
い
る
。

作
者
の
願
い
は
願
い
と
し
て
、
読
み
手
の
自
由
を
尊
重
す
る
態

度
を
、
授
業
者
で
あ
る
私
た
ち
も
学
ぶ
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

※

『

や
ま
な
し』

『

イ
ー
ハ
ト
ヴ
童
話

注
文
の
多
い
料
理
店』

か
ら
の
引
用
は
、
【
新
】
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
に
拠
っ
た
。

注
１

｢｢

國
文
學｣
(

昭
和
六
一
年
五
月)

の

｢

〈
共
同
討
議
〉

宮
沢
賢
治
を
読
む｣

(

原
子
朗
・
伊
藤
真
一
郎
・
角
野
栄

子
・
渡
部
芳
紀)

に
お
け
る

『

や
ま
な
し』

に
関
す
る
発

言
で
は
、
角
野
氏

｢

ほ
ん
と
う
の
事
を
言
っ
て
こ
れ
は
、

私
は
あ
ま
り
よ
く
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
。｣

、
渡
部
氏

｢『

や
ま
な
し』

も
私
に
と
っ
て
は
最
高
で
す
。
頭
で
は
よ

く
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
た
だ
た
だ
好
き
だ
っ
て
言
う

作
品
、
そ
れ
で
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。｣

、
伊
藤
氏

｢

私

も
、
わ
か
ら
な
い
と
言
え
ば
わ
か
ら
な
い
。
も
う
ひ
と
つ

よ
く
わ
か
ら
な
い
。｣

と
い
う
よ
う
に
、『

や
ま
な
し』

の

わ
か
ら
な
さ
を
軸
に
討
議
が
展
開
し
て
い
る
。
筆
者
の
大

学
で
の
授
業
に
お
い
て
も
、『

や
ま
な
し』

を
読
ん
だ
学

生
か
ら
の
感
想
に
は

｢

わ
か
ら
な
い｣

と
い
う
も
の
が
多

い
。

注
２

西
郷
竹
彦
著

『

宮
沢
賢
治

｢

や
ま
な
し｣

を
読
む』

(

一
九
九
四
、
黎
明
書
房)

に
、
諸
説
の
紹
介
も
含
め
て

詳
し
い
。
西
郷
氏
は
、
ク
ラ
ム
ボ
ン
を
仏
教
的
な
立
場
か

ら
捉
え
て

｢

仮
名｣

と
す
る
。

(

島
根
県
立
大
学
短
期
大
学
部
教
授)
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