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１　

本
稿
の
目
的

　

初
等
教
育
、
中
等
教
育
の
国
語
科
で
扱
う
文
学
教
材
の
中
に
は
、
額
縁

構
造
を
も
つ
作
品
群
が
存
在
す
る
。
こ
の
額
縁
構
造
を
も
つ
文
章
は
主
に

三
部
か
ら
構
成
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
二
つ
の
額
縁
部
と
一
つ
の
絵
画
部
で
分

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
甲
斐
（1989

）
が
「
第
一
部
『
現
在
の
世
界
』、

第
二
部
『
回
想
の
世
界
』、
第
三
部
『
現
在
の
世
界
』」
と
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
額
縁
構
造
で
は
現
在
時
制
が
額
縁
、
間
に
挟
ま
れ
た
過
去
時
制
は

絵
画
と
な
る
。
こ
の
と
き
、
第
一
部
に
あ
た
る
額
縁
を
「
前
額
」、
第
三

部
に
あ
た
る
額
縁
を「
後
額
」と
文
章
全
体
の
構
成
上
、そ
う
呼
称
し
よ
う
。

ま
た
、倉
井（2018

）は「『
額
縁
構
造
』を
も
っ
た
物
語
教
材
に
お
い
て
、『
変

容
』
が
書
か
れ
て
い
る
『
現
在
』
部
分
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
」
と
考

察
し
て
お
り
、
絵
画
部
分
に
つ
い
て
は
「『
変
容
』
と
関
係
の
あ
る
出
来

事
、
つ
ま
り
『
原
因
』
や
『
き
っ
か
け
』
と
な
る
出
来
事
が
書
か
れ
て
い

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
前
額
か
ら
後
額
に
か
け
て
「
大

き
な
変
容
」
が
描
か
れ
て
お
り
、
変
容
の
原
因
や
き
っ
か
け
は
絵
画
に
描

か
れ
る
関
係
性
が
額
縁
構
造
に
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
稿
者
は
初
等
教
育
・
中
等
教
育
の
額
縁
構
造
を
も
つ
文
学

教
材
の
授
業
化
に
向
け
て
精
緻
な
作
品
研
究
を
行
う
中
で
、
ま
だ
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
な
い
額
縁
構
造
特
有
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
問
題
意
識
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
須
田
（2020

）
は
「
作
品
構
造

の
把
握
と
詳
細
な
読
解
の
２
つ
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
物
語
の
終
末

部
の
特
徴
を
捉
え
た
上
で
、
終
末
部
で
描
か
れ
る
急
展
開
と
大
き
な
変
容

が
い
か
に
し
て
生
み
出
さ
れ
る
の
か
と
い
っ
た
要
因
や
仕
組
み
を
、
作
品

の
構
造
、
形
象
の
両
面
か
ら
解
明
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
」
と
述
べ
て

い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
額
縁
構
造
が
も
つ
特
有
の
ポ
イ
ン
ト
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
は
詳
細
な
読
解
を
行
う
上
で
有
用
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

前
年
度
で
は
、
額
縁
構
造
を
持
つ
小
学
校
物
語
教
材
に
限
定
し
、
実
際

に
作
品
を
用
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
で
、
初
等
教
育
で
用
い
ら
れ
る
物
語

教
材
に
あ
る
額
縁
構
造
特
有
の
ポ
イ
ン
ト
を
明
ら
か
に
し
た
。ひ
と
つ
は
、

絵
画
部
分
に
読
み
手
が
作
品
の
行
く
末
に
対
し
て
疑
問
を
持
つ
仕
掛
け
が

あ
り
、
後
額
で
解
消
さ
れ
る
謎
解
き
の
要
素
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、

絵
画
か
ら
後
額
に
か
け
て
マ
イ
ナ
ス
か
ら
プ
ラ
ス
も
し
く
は
プ
ラ
ス
か
ら

マ
イ
ナ
ス
の
印
象
へ
と
大
き
く
転
調
す
る
要
素
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
要
素

は
、
後
額
が
重
要
で
あ
る
た
め
「
後
額
が
存
在
し
な
い
片
額
構
造
」（
以

下
前
額
構
造
）
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
前
額
構
造
以
外
の

狭
義
の
額
縁
構
造
の
条
件
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
額
縁
構
造
の
内
容
的
な
特

徴
に
つ
い
て
の
読
み
取
り
に
役
立
ち
、読
み
深
め
の
手
立
て
と
な
る
た
め
、

授
業
化
の
手
立
て
と
し
て
、
活
用
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

額
の
違
い
が
物
語
の
解
釈
に
与
え
る
影
響

　
　
　

—
 

中
等
教
育
物
語
教
材
「
夏
の
葬
列
」「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
の
分
析
を
通
し
て —
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一
方
、
本
稿
で
は
、
実
際
に
額
縁
構
造
を
持
つ
中
等
教
育
で
用
い
ら
れ

る
物
語
教
材
に
限
定
し
て
分
析
す
る
こ
と
で
、
そ
の
特
有
の
ポ
イ
ン
ト
が

何
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
ま
た
、小
学
校
か
ら
中
学
校
、

高
等
学
校
に
か
け
て
の
つ
な
が
り
を
意
識
し
た
額
縁
構
造
を
も
つ
文
学
教

材
を
扱
う
授
業
を
構
成
す
る
上
で
、
ど
の
よ
う
な
作
品
読
解
の
視
点
が
有

効
に
機
能
す
る
か
を
具
体
的
な
作
品
内
容
に
寄
り
つ
つ
考
察
す
る
こ
と
が

本
稿
の
直
接
の
目
的
で
あ
る
。

２　

額
縁
構
造
の
特
徴

　

額
縁
構
造
は
三
部
構
造
を
と
り
、
第
一
部
を
「
前
額
」、
第
二
部
を
「
絵

画
」、第
三
部
を
「
後
額
」
と
称
す
る
。
額
縁
構
造
に
つ
い
て
安
藤
（2015

）

は
「
一
般
に
時
制
が
、『
現
在
』
で
進
行
し
て
い
る
が
、
途
中
で
『
過
去
』

に
遡
り
、
ま
た
『
現
在
』
に
戻
っ
て
く
る
構
成
を
指
す
。」
と
し
て
い
る
。

時
制
的
に
額
縁
構
造
を
捉
え
る
と
、「
前
額
」「
後
額
」
と
い
っ
た
額
縁
部

分
を
な
す
「
現
在
」
と
、
そ
の
額
縁
の
中
に
飾
ら
れ
る
絵
画
部
分
を
な
す

「
過
去
」
へ
反
復
す
る
と
い
う
時
制
が
限
定
さ
れ
た
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

加
え
て
、構
造
上
の
特
徴
だ
け
で
な
く
、額
縁
部
分
で
あ
る「
前
額
」と「
後

額
」、「
絵
画
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
書
か
れ
た
内
容
に
つ
い
て
も
特
徴
が
あ
る
。

須
貝
（2001

）
は
「『
額
縁
構
造
』
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
最
初
の
一
文

と
最
後
の
一
文
の
対
応
に
は
、
非
対
称
の
関
係
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
」

と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
最
初
の
一
文
が
あ
る
「
前
額
」
と
最
後

の
一
文
が
あ
る
「
後
額
」
で
は
、
須
貝
（2001

）
が
非
対
称
の
関
係
と
称

す
る
よ
う
な
「
大
き
な
変
容
」
が
存
在
す
る
と
い
え
る
。
須
田
（2020

）

は
「
物
語
の
中
で
描
か
れ
る
変
容
と
そ
の
因
果
関
係
を
詳
細
に
読
み
解
く

た
め
に
は
、
作
品
の
形
象
面
に
も
着
目
し
、
そ
こ
に
施
さ
れ
た
『
落
差
』

の
要
因
を
解
明
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
」
と
し
、
こ
の
「
落
差
」
を

感
じ
さ
せ
る
要
因
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
「
物
語
の
展
開
部
に
仕
組
ま
れ

た
『
仕
掛
け
』
と
『
伏
線
』
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
以
下
に
「
仕
掛

け
」
と
「
伏
線
」
に
つ
い
て
整
理
す
る
（
須
田,2020

）。

仕
掛
け
…
…
物
語
の
文
章
上
に
顕
在
化
し
て
お
り
、
読
者
の
予
想
を

結
末
と
は
異
な
る
方
向
へ
誘
う
逆
説
の
働
き
を
も
つ

伏　

線
…
…
物
語
の
結
末
に
直
接
作
用
す
る
働
き
を
も
ち
、
読
者
に

気
付
か
れ
な
い
よ
う
に
物
語
中
に
潜
在
化
し
た
形
で
仕

組
ま
れ
て
い
る

加
え
て
、
こ
の
「
伏
線
」
や
「
仕
掛
け
」
と
い
っ
た
要
因
の
所
在
に
つ
い

て
須
田
（2020

）
は
「
終
末
部
に
至
る
ま
で
の
展
開
部
に
も
存
在
す
る
は

ず
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
額
縁
構
造
に
お
け
る
過
去
時
制
の
「
絵
画
」

は
終
末
部
に
至
る
ま
で
の
展
開
部
と
い
え
る
た
め
、「
仕
掛
け
」
や
「
伏

線
」と
い
っ
た
要
因
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、「
前
額
」

か
ら
「
後
額
」
に
か
け
て
起
こ
る
「
大
き
な
変
容
」
と
過
去
時
制
の
「
絵

画
」に
は
直
接
的
な
因
果
関
係
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
、「
絵
画
」に
は「
変

容
」
に
対
す
る
説
明
的
機
能
を
も
つ
「
き
っ
か
け
・
原
因
」
と
い
え
る
要

因
が
存
在
す
る
。

　

ま
た
、
甲
斐
（1989

）
は
額
縁
構
造
に
つ
い
て
「
三
部
構
成
の
物
語
で

説
明
す
る
と
、第
一
部
と
第
三
部
の
物
語
が
外
枠
と
し
て
の
額
縁
を
な
し
、

第
二
部
が
う
ち
絵
に
該
当
す
る
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
額
縁
構
造
は
か
な
ら
ず
し
も
三
部
構
造
を
と
る
わ
け
で
は
な
い
。
先

に
述
べ
た
よ
う
に
、「
現
在
」
と
「
過
去
」
と
が
反
復
し
た
時
制
の
流
れ
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に
な
っ
て
い
れ
ば
よ
い
た
め
、「
現
在
︱
過
去
」
ま
た
は
「
過
去
︱
現
在
」

と
額
縁
の
う
ち
、「
前
額
」
も
し
く
は
「
後
額
」
が
欠
け
て
い
る
額
縁
構

造
が
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
に
額
縁
の
う
ち
ど
ち
ら
か
が
欠
け
て
い
る

も
の
を
「
片
額
構
造
」、
両
方
と
も
そ
ろ
っ
て
い
る
も
の
を
「
両
額
構
造
」

と
呼
ぶ
。
倉
井
（2018
）
は
、
そ
の
額
縁
構
造
の
類
型
に
つ
い
て
述
べ
て

い
る
。
以
下
は
倉
井（2018
）の
類
型
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。（
水
野
，

2023

）

　

「
両
額
構
造
」
…
両
方
の
額
縁
部
分
が
存
在
し
、「
前
額
︱
絵
画
︱
後

額
」
と
い
う
最
も
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
型
で
あ
る
。

両
方
の
額
縁
部
分
が
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
変
容

の
前
後
を
比
較
し
や
す
い
。

「
前　

型
」
…
…「
前
額
︱
絵
画
」
と
な
っ
て
お
り
、
後
額
が
欠
け
て

い
る
。「
変
容
前
」
や
「
き
っ
か
け
・
原
因
」
か
ら

「
変
容
後
」
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
教
材
の
読
み

取
り
が
十
分
に
お
こ
な
え
な
い
と
多
様
な
解
釈
が

生
ま
れ
や
す
く
、「
両
額
構
造
」
に
く
ら
べ
難
し
い

教
材
で
あ
る
。

「
後　

型
」
…
…「
絵
画
︱
後
額
」
と
な
っ
て
お
り
、
前
額
が
欠
け
て

い
る
。「
変
容
前
」
が
な
く
、「
絵
画
」
に
書
か
れ

て
い
る
「
き
っ
か
け
・
原
因
」
か
ら
「
変
容
」
を

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
後
額
」
に
つ
い
て
十

分
な
読
み
取
り
が
行
え
な
い
と
「
変
容
」
そ
の
も

の
に
気
づ
か
な
い
可
能
性
が
あ
り
、
と
て
も
難
し

い
教
材
で
あ
る
。

　

整
理
さ
れ
た
類
型
か
ら
、「
両
額
構
造
」
よ
り
も
「
片
額
構
造
」
の
方

が
教
材
と
し
て
扱
う
こ
と
が
難
し
く
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

読
み
取
り
に
あ
た
り
、
額
縁
構
造
で
は
「
情
報
量
」
と
「
出
来
事
の

時
間
の
変
化
」
が
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
倉

井,2018

）。
情
報
量
と
は
額
縁
部
分
に
描
か
れ
た
文
章
量
で
あ
る
。「
前

額
」
と
「
後
額
」
に
あ
る
非
対
称
の
関

係
が
「
大
き
な
変
容
」
と
い
え
る
た
め
、

情
報
量
の
多
さ
は
「
変
容
」
の
明
確
さ

に
直
結
す
る
。
一
方
で
「
出
来
事
の
時

間
の
変
化
」
と
は
、「
額
縁
」
と
「
絵

画
」
の
間
の
時
制
の
変
化
の
明
確
さ
で

あ
る
。
時
制
の
変
化
が
不
明
瞭
で
あ
る

と
額
縁
構
造
と
は
別
の
他
の
構
造
な
ど

も
考
慮
し
て
読
解
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
た
め
「
情
報
量
」
と
「
出

来
事
の
時
間
の
変
化
」
と
い
う
要
素
が

物
語
教
材
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
か
に

よ
っ
て
、
教
材
の
読
み
深
め
の
難
易
度

や
特
徴
が
変
化
す
る
。

　

図
1
に
額
縁
構
造
に
つ
い
て
以
下
の

よ
う
に
図
式
化
す
る
。

３　

分
析
作
品
の
梗
概

　

３
．
１　
「
夏
の
葬
列
」

　

本
教
材
は
、「
彼
」
と
表
記
さ
れ
た
人
物
が
主
人
公
で
あ
る
。
彼
は
、 図１　額縁構造
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疎
開
児
童
と
し
て
三
か
月
ほ
ど
住
ん
で
い
た
海
岸
の
小
さ
な
町
に
、「
ヒ

ロ
子
さ
ん
」
と
い
う
女
の
子
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う

疑
念
と
罪
悪
感
を
払
し
ょ
く
す
る
べ
く
降
り
立
つ
。

　

十
数
年
前
、
彼
は
同
じ
く
疎
開
児
童
で
あ
る
真
っ
白
な
ワ
ン
ピ
ー
ス
を

着
た
ヒ
ロ
子
さ
ん
と
芋
畑
の
向
こ
う
で
動
く
一
列
に
な
っ
た
小
さ
な
人
影

を
眺
め
て
い
た
。
ヒ
ロ
子
さ
ん
は
彼
よ
り
も
二
年
上
級
の
五
年
生
で
勉
強

も
良
く
で
き
、
大
柄
で
い
つ
も
弱
虫
の
彼
を
か
ば
い
、
常
に
そ
ば
に
い
た
。

ヒ
ロ
子
さ
ん
は
彼
に
そ
の
小
さ
な
人
影
の
正
体
は
葬
列
で
あ
る
こ
と
、
子

ど
も
が
葬
列
に
参
加
す
る
と
お
ま
ん
じ
ゅ
う
を
も
ら
え
る
こ
と
を
教
え
て

く
れ
る
。
彼
と
ヒ
ロ
子
さ
ん
は
お
ま
ん
じ
ゅ
う
を
も
ら
う
べ
く
、
そ
の
葬

列
に
向
か
っ
て
競
争
す
る
。
そ
の
時
、
正
面
の
丘
の
陰
か
ら
艦
載
機
が
現

れ
、
芋
畑
の
中
に
倒
れ
こ
ん
だ
彼
の
頭
上
で
す
さ
ま
じ
い
炸
裂
音
が
鳴
り

響
く
。
彼
は
「
白
い
服
は
格
好
の
目
標
に
な
る
」
と
い
う
男
の
声
を
聞
き
、

白
い
服
を
着
た
ヒ
ロ
子
さ
ん
は
撃
た
れ
て
死
ん
で
し
ま
う
と
考
え
る
。
恐

怖
の
中
、
動
け
な
い
で
い
る
彼
の
も
と
に
道
の
防
空
壕
へ
一
緒
に
避
難
す

る
べ
く
ヒ
ロ
子
さ
ん
は
助
け
に
来
る
が
、
真
っ
白
な
服
が
目
に
入
っ
た
彼

は
こ
の
ま
ま
目
立
つ
こ
と
で
艦
載
機
の
格
好
の
目
標
と
な
り
ヒ
ロ
子
さ
ん

と
一
緒
に
殺
さ
れ
て
し
ま
う
と
感
じ
る
。
そ
し
て
彼
は
ヒ
ロ
子
さ
ん
を
突

き
飛
ば
す
。
そ
の
時
、
彼
は
強
烈
な
衝
撃
と
轟
音
が
地
べ
た
を
た
た
き
つ

け
ヒ
ロ
子
さ
ん
が
ゴ
ム
ま
り
の
よ
う
に
弾
ん
で
空
中
に
浮
く
の
を
目
撃
す

る
。
重
症
で
運
ば
れ
た
ヒ
ロ
子
さ
ん
の
そ
の
後
を
聞
か
な
い
ま
ま
彼
は
町

を
去
る
。

　

再
び
町
へ
と
戻
っ
て
き
た
彼
は
、
一
列
に
な
っ
て
動
く
喪
服
を
着
た

人
々
の
小
さ
な
葬
列
を
目
に
す
る
。
そ
し
て
葬
列
の
中
央
に
写
真
が
置
か

れ
た
棺
を
見
つ
け
、
そ
の
写
真
か
ら
昔
の
面
影
を
持
ち
な
が
ら
三
十
歳
近

く
に
な
っ
た
ヒ
ロ
子
さ
ん
の
姿
を
感
じ
る
。
彼
は
奇
妙
な
喜
び
で
胸
が
絞

ら
れ
る
よ
う
な
感
覚
に
な
り
、
自
身
が
人
殺
し
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
安

堵
す
る
。
葬
列
に
参
加
す
る
子
ど
も
の
一
人
か
ら
、
亡
く
な
っ
た
女
性
の

「
体
は
全
然
丈
夫
で
あ
っ
た
」
こ
と
を
聞
き
、
突
き
飛
ば
し
た
こ
と
で
打

ち
抜
か
れ
た
太
も
も
は
治
り
、
自
身
の
罪
悪
感
が
完
全
に
払
し
ょ
く
さ
れ

た
と
感
じ
る
。
有
頂
天
に
な
っ
た
彼
は
再
び
子
供
に
死
因
に
つ
い
て
質
問

し
、
女
性
の
死
因
が
自
殺
で
あ
る
こ
と
、
娘
を
戦
争
で
亡
く
し
気
が
違
っ

て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
、
写
真
と
は
異
な
り
お
ば
あ
さ
ん
と
呼
ば
れ
る
よ

う
な
年
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
。
彼
は
、
葬
列
は
ヒ
ロ
子
さ
ん
自
身
で
は

な
く
ヒ
ロ
子
さ
ん
の
母
親
の
も
で
あ
り
、
母
親
が
自
殺
す
る
原
因
と
な
っ

た
の
は
自
身
が
ヒ
ロ
子
さ
ん
を
突
き
飛
ば
し
殺
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ

る
と
確
信
す
る
。
そ
し
て
、
彼
は
二
人
の
命
を
結
果
的
に
奪
っ
て
し
ま
っ

た
罪
悪
感
を
こ
の
先
も
永
遠
に
持
ち
続
け
て
い
く
こ
と
に
な
り
、
逃
げ
場

な
ど
な
い
と
い
う
意
識
を
持
ち
、
足
取
り
を
確
実
な
も
の
に
す
る
。

　

３
．
２　
「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」

　

本
教
材
は
、
清
兵
衛
と
い
う
子
ど
も
と
瓢
箪
の
話
で
あ
る
。
主
人
公
で

あ
る
清
兵
衛
は
、
現
在
、
絵
を
描
く
こ
と
に
熱
中
し
て
い
る
。
そ
れ
よ
り

以
前
は
瓢
箪
に
熱
中
し
て
い
た
が
、
あ
る
出
来
事
に
よ
っ
て
清
兵
衛
と
瓢

箪
の
縁
が
切
れ
て
し
ま
う
。

　

清
兵
衛
の
凝
り
性
は
烈
し
く
、
皮
付
き
の
瓢
箪
を
買
っ
て
き
て
は
自
身

で
口
を
切
り
種
を
出
し
栓
を
作
り
、
茶
渋
で
臭
み
を
抜
く
と
貯
え
て
お
い

た
父
の
飲
み
あ
ま
し
た
酒
を
使
い
し
き
り
に
瓢
箪
を
磨
い
て
い
た
。ま
た
、

日
が
な
一
日
瓢
箪
の
こ
と
を
考
え
、
爺
さ
ん
の
は
げ
頭
を
瓢
箪
と
勘
違
い

し
て
眺
め
た
り
、
町
に
あ
る
瓢
箪
を
下
げ
た
店
と
い
え
ば
必
ず
そ
の
前
に
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立
っ
て
眺
め
た
り
し
て
い
た
。

　

清
兵
衛
は
十
二
歳
で
ま
だ
小
学
校
に
通
っ
て
お
り
、
他
の
子
ど
も
と
は

遊
ば
ず
に
昼
は
一
人
で
町
へ
瓢
箪
を
見
に
出
か
け
夜
は
瓢
箪
の
手
入
れ
を

し
て
い
た
。
清
兵
衛
は
古
瓢
に
は
あ
ま
り
興
味
を
持
た
ず
、
口
を
切
っ
て

も
い
な
い
よ
う
な
皮
付
き
の
瓢
箪
、
特
に
平
凡
な
瓢
箪
形
を
し
た
格
好
の

も
に
興
味
を
持
っ
た
。

　

清
兵
衛
の
父
は
そ
ん
な
清
兵
衛
を
見
て
「
子
ど
も
の
く
せ
に
瓢
な
ど
い

じ
り
な
ぞ
し
お
っ
て
…
…
。」
と
苦
々
し
く
思
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
父
が

客
で
あ
る
男
と
品
評
会
へ
出
て
い
た
馬
琴
の
瓢
に
つ
い
て
話
し
て
い
た

際
、「
あ
の
瓢
は
わ
し
に
は
お
も
し
ろ
う
な
か
っ
た
。」
と
口
を
は
さ
ん
だ

清
兵
衛
に
対
し
目
を
丸
く
し
て
怒
る
ほ
ど
だ
っ
た
。

　

あ
る
日
、
清
兵
衛
は
震
い
つ
き
た
い
ほ
ど
に
い
い
瓢
箪
を
見
つ
け
、
そ

の
瓢
箪
を
十
銭
で
買
っ
た
。
そ
れ
以
来
、
そ
の
瓢
箪
が
離
せ
な
く
な
り
、

学
校
に
も
持
っ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
。
し
ま
い
に
は
時
間
中
に
も
瓢
箪

を
磨
い
て
い
た
が
、
修
身
の
時
間
中
に
受
け
持
ち
の
教
員
に
見
つ
か
り
取

り
上
げ
ら
れ
て
し
ま
う
。
教
員
は
声
を
震
わ
せ
て
怒
り
「
将
来
見
込
み
の

な
い
奴
だ
」
と
言
い
、
こ
の
出
来
事
を
清
兵
衛
の
父
に
伝
え
る
べ
く
清
兵

衛
の
家
ま
で
訪
ね
、
清
兵
衛
の
母
に
食
っ
て
か
か
っ
た
。
清
兵
衛
の
父
は

そ
の
話
を
聞
く
と
清
兵
衛
を
さ
ん
ざ
ん
に
殴
り
つ
け
、「
将
来
見
込
み
の

な
い
奴
だ
」
と
言
っ
て
玄
能
で
清
兵
衛
の
瓢
箪
を
全
て
割
っ
て
し
ま
う
。

清
兵
衛
は
た
だ
青
く
な
っ
て
黙
っ
て
い
た
。

　

教
員
は
清
兵
衛
か
ら
取
り
上
げ
た
瓢
箪
を
け
が
れ
た
物
で
で
も
あ
る
か

の
よ
う
に
、
捨
て
る
よ
う
に
年
寄
っ
た
学
校
の
小
間
使
い
に
や
っ
て
し
ま

う
。
二
か
月
後
、
金
に
困
っ
た
小
間
使
い
は
そ
の
瓢
箪
を
近
所
の
骨
董
屋

へ
持
っ
て
い
き
、
も
と
も
と
十
銭
だ
っ
た
瓢
箪
は
五
十
円
で
売
れ
る
。
小

間
使
い
は
そ
の
こ
と
を
誰
に
も
言
わ
な
か
っ
た
た
め
、
つ
い
ぞ
そ
の
瓢
箪

の
行
方
は
誰
も
知
る
者
が
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
骨
董
屋
も
ま
た
そ
の

瓢
箪
を
地
方
の
豪
家
に
六
百
円
で
売
り
つ
け
た
。

　

清
兵
衛
は
現
在
、
絵
を
描
く
こ
と
に
熱
中
し
て
お
り
、
そ
の
時
に
は
瓢

箪
を
取
り
上
げ
た
教
員
や
割
っ
て
し
ま
っ
た
父
を
怨
む
心
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
清
兵
衛
の
父
は
そ
ろ
そ
ろ
絵
を
描
く
こ
と
に
も
叱
言
を
言
い
出

し
て
く
る
。

　
４　
「
夏
の
葬
列
」：
両
額
構
造

　

４
．
１　

内
容
的
特
徴

　

夏
の
葬
列
は
三
部
構
成
で
あ
る
。
第
一
部
で
彼
は
疎
開
児
童
と
し
て
三

か
月
ほ
ど
住
ん
で
い
た
海
岸
の
小
さ
な
町
に
十
数
年
ぶ
り
に
降
り
立
っ

た
。
そ
し
て
、
広
い
芋
畑
の
向
こ
う
に
葬
列
が
動
い
て
い
る
の
を
見
た
と

き
彼
は
再
び「
あ
の
時
」の
中
に
い
る
よ
う
な
錯
覚
に
陥
る
。第
二
部
で
は
、

「
あ
の
時
」
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
、
同
じ

疎
開
児
童
の
ヒ
ロ
子
さ
ん
を
突
き
飛
ば
し
、
ヒ
ロ
子
さ
ん
は
艦
載
機
に
撃

た
れ
て
し
ま
う
。
第
三
部
で
は
、
彼
は
「
あ
の
時
」
の
こ
と
を
思
い
出
す

と
共
に
ヒ
ロ
子
さ
ん
の
安
否
を
聞
か
な
い
ま
ま
こ
の
町
を
去
っ
た
こ
と
を

改
め
て
意
識
す
る
。
そ
し
て
、
芋
畑
の
向
こ
う
の
葬
列
の
遺
影
に
ヒ
ロ
子

さ
ん
の
面
影
を
見
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ヒ
ロ
子
さ
ん
の
葬
列
で
は
な
く

ヒ
ロ
子
さ
ん
の
母
の
葬
列
で
あ
り
、
そ
の
死
の
原
因
が
ヒ
ロ
子
さ
ん
の
死

で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
彼
は
ヒ
ロ
子
さ
ん
だ
け
で
な
く
ヒ
ロ
子
さ
ん
の
母

の
死
も
ま
た
自
ら
の
行
動
が
引
き
金
と
な
っ
た
こ
と
を
知
る
。

　

第
三
部
の
最
終
段
落
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
文
が
あ
る
。



− 20 −

　

も
は
や
逃
げ
場
は
な
い
の
だ
と
い
う
意
識
が
、
彼
の
足
取
り
を
ひ

ど
く
確
実
な
も
の
に
し
て
い
た
。

ヒ
ロ
子
さ
ん
と
そ
の
母
親
の
死
の
原
因
が
自
ら
の
行
動
に
起
因
す
る
こ
と

を
知
り
、
逃
げ
場
な
ど
な
い
こ
と
を
知
っ
た
彼
は
死
の
責
任
に
つ
い
て
意

識
す
る
。
し
か
し
、
第
一
部
の
時
点
に
お
い
て
彼
は
死
の
責
任
に
つ
い
て

意
識
し
き
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
部
の
冒
頭
に
て
彼
は
ヒ
ロ

子
さ
ん
を
銃
撃
の
下
に
突
き
飛
ば
し
た
こ
と
に
つ
い
て「
殺
人
を
犯
し
た
」

と
称
し
て
い
る
が
、
第
三
部
の
終
盤
で
は
彼
が
町
に
降
り
立
っ
た
理
由
は

「
過
去
を
封
印
し
て
自
身
の
身
を
軽
く
す
る
た
め
だ
け
」
と
あ
る
。
つ
ま

り
、
彼
は
殺
人
を
犯
し
た
と
考
え
て
は
い
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
か
も
し

れ
な
い
と
い
う
希
望
を
捨
て
ら
れ
ず
に
い
る
。
こ
れ
は
、
彼
が
撃
た
れ
た

ヒ
ロ
子
さ
ん
の
そ
の
後
を
聞
か
ず
に
町
を
去
っ
た
か
ら
こ
そ
、
死
の
責
任

が
自
身
に
あ
る
と
い
う
結
果
を
確
定
し
き
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。
加

え
て
、
ヒ
ロ
子
さ
ん
の
死
の
「
き
っ
か
け
・
原
因
」
も
大
き
く
関
わ
っ
て

い
る
。
第
二
部
で
「
白
い
服
は
絶
好
の
目
標
に
な
る
」
と
い
う
男
の
言
葉

を
聞
い
た
た
め
、
彼
は
助
け
に
来
た
ヒ
ロ
子
さ
ん
を
銃
撃
の
下
へ
突
き
飛

ば
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
描
写
は
直
接
的
な
「
殺
人
」
の
「
き
っ
か
け
・

原
因
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
ほ
か
に
、
彼
の
殺
人
が
故
意
の
も
の
で
は
な

く
恐
怖
に
か
ら
れ
た
末
に
ヒ
ロ
子
さ
ん
の
ワ
ン
ピ
ー
ス
の
白
が
目
に
入
っ

て
し
ま
っ
た
こ
と
で
反
射
的
に
起
き
た
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

こ
れ
も
ま
た
、「
わ
ざ
と
で
は
な
い
た
め
し
か
た
な
か
っ
た
」
と
い
う
よ

う
に
ヒ
ロ
子
さ
ん
の
死
の
責
任
を
意
識
し
に
く
く
し
て
い
た
原
因
と
い
え

る
。
つ
ま
り
、
誰
の
葬
列
か
知
る
前
の
第
一
部
の
時
点
で
は
、
彼
は
死
の

責
任
が
自
身
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
き
れ
て
い
な
い
と
い
え
る
。
そ

の
た
め
、「
夏
の
葬
列
」
に
お
い
て
の
「
変
容
」
と
は
、「
彼
の
罪
の
意
識
」

の
有
無
で
あ
る
。

　

夏
の
葬
列
に
は
「
き
っ
か
け
・
原
因
」
以
外
に
も
「
変
容
」
を
意
識
さ

せ
る
た
め
、
読
み
手
を
結
末
と
は
異
な
る
方
向
へ
誘
う
「
仕
掛
け
」
や
結

末
を
潜
在
的
に
示
す
「
伏
線
」
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
回
想
の
中
の
ヒ

ロ
子
さ
ん
の
性
格
や
体
格
、年
齢
と
い
っ
た
描
写
が
仕
掛
け
に
な
っ
て
る
。

彼
が
ヒ
ロ
子
さ
ん
に
つ
い
て
細
か
く
覚
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
女
の
面

影
の
あ
る
遺
影
の
写
真
か
ら
葬
式
の
対
象
が
ヒ
ロ
子
さ
ん
で
あ
る
と
い
う

彼
の
考
え
に
説
得
力
が
増
す
。
伏
線
に
は
、
ヒ
ロ
子
さ
ん
は
葬
列
で
お
ま

ん
じ
ゅ
う
が
も
ら
え
る
こ
と
を
母
か
ら
教
え
て
も
ら
っ
た
と
い
う
セ
リ
フ

が
あ
る
。
こ
の
セ
リ
フ
に
ヒ
ロ
子
さ
ん
の
母
親
の
存
在
が
示
唆
さ
れ
て
お

り
、
本
当
の
葬
列
の
対
象
の
存
在
を

示
し
て
い
る
。
加
え
て
、「
銃
撃
さ
れ

た
ヒ
ロ
子
さ
ん
が
ゴ
ム
ま
り
の
よ
う
に

弾
ん
だ
」
と
い
う
描
写
は
、
ヒ
ロ
子
さ

ん
が
助
か
ら
な
い
と
思
え
る
ほ
ど
の
す

さ
ま
じ
い
銃
撃
に
あ
っ
た
こ
と
を
感
じ

さ
せ
、
ヒ
ロ
子
さ
ん
の
死
を
予
見
さ
せ

る
伏
線
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ

れ
ら
の
「
仕
掛
け
」
や
「
伏
線
」
は
物

語
の
終
末
に
あ
る
ど
ん
で
ん
返
し
に
収

束
す
る
。
葬
列
が
ヒ
ロ
子
さ
ん
の
も
の

で
あ
り
彼
女
の
死
の
責
任
か
ら
逃
れ
ら

れ
る
と
感
じ
た
彼
か
ら
一
度
罪
の
意
識

が
消
え
、
彼
だ
け
で
な
く
読
み
手
の
気

図２　夏の葬列の内容的特徴
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も
緩
む
。
直
後
、
や
は
り
ヒ
ロ
子
さ
ん
は
銃
撃
に
よ
っ
て
死
に
、
伏
線
と

し
て
存
在
を
描
写
さ
れ
て
い
た
彼
女
の
母
親
の
葬
列
で
あ
っ
た
こ
と
を
知

る
。
こ
の
と
き
、
彼
が
担
う
死
の
責
任
は
二
つ
に
増
え
、
罪
の
意
識
は
よ

り
重
く
今
ま
で
以
上
に
彼
に
の
し
か
か
る
。
こ
の
ど
ん
で
ん
返
し
の
落
差

に
よ
っ
て
、
読
み
手
は
衝
撃
を
覚
え
、
彼
の
罪
の
意
識
の
変
化
を
鮮
明
に

感
じ
、
物
語
上
の
変
容
を
読
み
取
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
以
下
、
図
2
に

夏
の
葬
列
の
内
容
的
特
徴
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。

　

４
．
２　

額
縁
構
造
と
し
て
捉
え
た
夏
の
葬
列

　

夏
の
葬
列
を
時
系
列
で
捉
え
た
と
き
、「
現
在
︱
過
去
︱
現
在
」と
な
る
。

ま
ず
、サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
な
っ
た
彼
が
そ
の
町
の
駅
に
降
り
立
っ
て
か
ら
、

芋
畑
の
向
こ
う
の
葬
列
を
見
て
呼
吸
を

す
る
こ
と
も
忘
れ
て
「
あ
の
時
」
を
思

い
出
す
ま
で
の
現
在
時
制
が
「
前
額
」

に
あ
た
る
。
次
に
疎
開
児
童
で
あ
っ
た

彼
と
ヒ
ロ
子
さ
ん
の
出
来
事
が
描
写
さ

れ
、
ヒ
ロ
子
さ
ん
が
銃
撃
に
あ
う
ま
で

が
過
去
時
制
の
「
絵
画
」
部
分
で
あ
る
。

最
後
に
、
再
び
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
彼
に

時
制
が
戻
り
、
物
語
が
終
幕
す
る
ま
で

の
現
在
時
制
が
「
後
額
」
に
な
る
。「
前

額
」
と
「
後
額
」
が
存
在
し
「
変
容
前
」

と
「
変
容
後
」
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
そ
れ
ら
を
比
較
す
る
こ
と
で
対

照
的
な
「
変
容
」
で
あ
る
「
彼
の
罪
の

意
識
の
有
無
」
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
加
え
て
、
夏
の
葬
列
の
額

縁
部
分
は
絵
画
部
分
に
比
べ
て
も
描
写
が
多
く
情
報
量
が
あ
る
た
め
、
変

容
を
推
測
し
や
す
い
。
絵
画
部
分
に
は
、
変
容
の
「
き
っ
か
け
・
原
因
」

と
な
る
彼
の
過
去
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、夏
の
葬
列
は「
前

額
︱
絵
画
︱
後
額
」
の
両
額
構
造
と
呼
ば
れ
る
額
縁
構
造
を
も
っ
た
物
語

教
材
で
あ
る
。
以
下
の
図
３
に
、
夏
の
葬
列
の
額
縁
構
造
を
示
す
。

５　
「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」：
両
額
構
造

　

５
．
１　

内
容
的
特
徴

　

清
兵
衛
と
瓢
箪
は
三
部
構
成
の
作
品
で
あ
る
。
第
一
部
に
は
、
こ
の
作

品
が
清
兵
衛
と
い
う
子
ど
も
と
瓢
箪
と
の
あ
る
出
来
事
の
話
で
あ
り
、
そ

の
出
来
事
以
来
、
清
兵
衛
と
瓢
箪
と
の
縁
は
切
れ
て
し
ま
っ
た
と
あ
る
。

そ
し
て
、
清
兵
衛
が
瓢
箪
に
熱
中
し
た
よ
う
に
絵
を
描
く
こ
と
に
熱
中
し

て
い
る
と
い
う
現
在
の
姿
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
第
二
部
で
は
、
子
ど
も

の
清
兵
衛
が
ど
れ
ほ
ど
瓢
箪
に
熱
中
し
て
い
た
の
か
や
、
そ
の
熱
中
に

よ
っ
て
ど
う
し
て
瓢
箪
と
の
縁
が
切
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
い
う
出
来
事

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
清
兵
衛
が
十
銭
で
購
入
し
た
瓢
箪
が
、

清
兵
衛
が
磨
く
こ
と
を
通
し
て
六
百
円
で
地
方
の
豪
家
に
売
ら
れ
る
と
い

う
内
容
も
あ
る
。
第
三
部
で
は
、
再
び
清
兵
衛
が
絵
を
描
く
こ
と
に
熱
中

し
て
い
る
こ
と
、
熱
中
す
る
こ
と
を
見
つ
け
た
時
点
で
清
兵
衛
は
瓢
箪
と

縁
が
切
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
父
親
や
教
師
を
怨
ん
で
い
な
い
こ
と
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
絵
を
描
く
こ
と
に
も
父
親
が
叱
言
を
言
い

出
し
て
き
た
こ
と
も
描
写
さ
れ
て
い
る
。

　

第
一
部
で
は
、
清
兵
衛
と
瓢
箪
と
の
縁
が
切
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
な
が

ら
も
、
現
在
、
絵
に
夢
中
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

図３　夏の葬列の両額構造
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第
三
部
に
は
、
父
親
が
絵
を
描
く
こ
と
に
対
し
て
叱
言
を
述
べ
て
き
て
い

る
描
写
で
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
清
兵
衛
は
瓢
箪
と
の

縁
が
切
れ
た
よ
う
に
絵
を
描
く
こ
と
と
も
縁
が
切
れ
て
し
ま
う
と
読
み
取

れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
前
の
文
に
以
下
の
よ
う
な
清
兵
衛
の
性
格
を
示
唆

す
る
描
写
が
あ
る
。

…
…
清
兵
衛
は
今
、
絵
を
描
く
こ
と
に
熱
中
し
て
い
る
。
こ
れ
が
で

き
た
時
に
彼
に
は
も
う
教
員
を
怨
む
心
も
、
十
あ
ま
り
の
愛
瓢
を
玄

能
で
割
っ
て
し
ま
っ
た
父
を
怨
む
心
も
な
く
な
っ
て
い
た
。

第
二
部
に
は
、
清
兵
衛
が
四
六
時
中
瓢
箪
の
こ
と
を
考
え
、
婆
さ
ん
か
ら

十
銭
で
瓢
箪
を
買
っ
た
際
に
ど
れ
ほ
ど
興
奮
し
て
い
た
の
か
な
ど
瓢
箪
へ

の
熱
中
具
合
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
瓢
箪
に
愛
を
か
け
て
い
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
奪
い
、
割
っ
た
相
手
で
あ
る
教
員
や
父
親
を
怨

ん
で
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
清
兵
衛
は
物
事
を
引
き
ず
ら
ず
、
流
す
こ

と
が
で
き
る
性
格
で
あ
る
と
わ
か
る
。
そ
し
て
、「
こ
れ
が
で
き
た
時
に
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
流
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
過
去
（
瓢
箪
に
熱
中
し
て

い
た
と
き
）
に
比
べ
、
現
在
（
絵
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
と
き
）
の
方
が

充
実
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
流
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
清
兵
衛
は
、

た
だ
夢
中
に
な
る
も
の
を
変
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
脱
皮
し
て
一
回
り

も
大
き
く
な
る
よ
う
に
技
量
を
上
げ
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
第
二
部

に
清
兵
衛
の
十
銭
で
購
入
し
必
死
に
磨
い
た
瓢
箪
に
六
百
円
の
価
値
が
付

け
ら
れ
て
お
り
、
清
兵
衛
の
審
美
眼
が
素
晴
ら
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が

証
明
さ
れ
て
い
る
。
脱
皮
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
在
で
は
こ
の
審
美
眼

も
過
去
以
上
に
磨
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
清
兵
衛
と
瓢

箪
は
、
悲
劇
の
物
語
か
ら
清
兵
衛
が
大
成
し
て
い
く
上
昇
の
物
語
へ
と
変

容
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。

　

変
容
の
「
き
っ
か
け
・
原
因
」
は
、
第
二
部
に
あ
る
清
兵
衛
と
瓢
箪
の

縁
を
切
っ
た
教
員
と
父
親
の
行
動
と
、
清
兵
衛
が
も
つ
審
美
眼
の
証
明
と

な
る
六
百
円
に
な
っ
た
瓢
箪
の
出
来
事
で
あ
る
。
教
員
と
父
親
の
仕
打
ち

は
清
兵
衛
の
流
せ
る
性
格
を
引
き
立
た
せ
、
審
美
眼
は
清
兵
衛
の
素
晴
ら

し
い
才
能
を
裏
付
け
る
。
そ
の
た
め
、
絵
を
た
と
え
取
り
上
げ
ら
れ
て
も

清
兵
衛
は
ま
た
新
し
い
こ
と
に
熱
中
し

自
身
の
技
量
を
上
げ
て
脱
皮
し
続
け
る

上
昇
の
物
語
に
物
語
を
変
容
さ
せ
る

「
原
因
・
き
っ
か
け
」
で
あ
る
と
い
え

る
。
一
見
す
る
と
こ
れ
ら
の
「
き
っ
か

け
・
原
因
」
は
父
親
に
熱
中
し
て
い
る

も
の
と
縁
を
切
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う

悲
劇
性
を
助
長
さ
せ
る
よ
う
に
感
じ
ら

れ
る
。
し
か
し
、
実
際
は
悲
劇
性
で
は

な
く
、
清
兵
衛
の
大
成
し
て
い
く
未
来

を
示
唆
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　

以
下
の
図
4
に
清
兵
衛
と
瓢
箪
の
内

容
的
特
徴
に
つ
い
て
示
す
。

　

５
．
２　

額
縁
構
造
と
し
て
捉
え
た
清
兵
衛
と
瓢
箪

　

清
兵
衛
と
瓢
箪
を
時
系
列
で
捉
え
た
と
き
、「
現
在
︱
過
去
︱
現
在
」

と
な
る
。
ま
ず
、
冒
頭
か
ら
現
在
、
清
兵
衛
が
絵
を
描
く
こ
と
に
熱
中
し 図４　清兵衛と瓢箪の内容的特徴
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て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
部
分
ま
で
は「
現
在
時
制
」で
あ
る
た
め
、「
前

額
」
に
あ
た
る
。
次
に
、
清
兵
衛
と
瓢
箪
の
縁
が
切
れ
る
出
来
事
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
部
分
は
、
清
兵
衛
の
子
供
の
時
の
話
で
あ
る
た
め
、「
過
去

時
制
」
の
「
絵
画
」
部
分
で
あ
る
。
最
後
に
、
再
び
現
在
、
絵
を
描
く
こ

と
に
熱
中
し
て
い
る
と
い
う
描
写
の
部
分
か
ら
物
語
の
最
後
ま
で
が
「
現

在
時
制
」
の
「
後
額
」
に
な
る
。
額
縁
構
造
は
前
額
と
後
額
が
存
在
し
「
変

容
前
」
と
「
変
容
後
」
が
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
比
較
す
る
こ
と
で

対
照
的
な
「
変
容
」
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
清
兵
衛
と

瓢
箪
は
額
縁
部
分
の
描
写
は
三
文
ず
つ
し
か
な
く
情
報
量
が
少
な
い
と
い

う
特
徴
を
持
つ
た
め
、
対
照
的
な
変
容
を
推
測
し
に
く
い
と
い
え
る
。
一

見
す
る
と
、
清
兵
衛
が
絵
を
取
り
上
げ

ら
れ
る
と
い
う
悲
劇
的
な
変
容
の
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
が
、
絵
画
部
分
に
あ
る

変
容
の
「
き
っ
か
け
・
原
因
」
と
後
額

の
描
写
を
加
味
す
る
こ
と
で
、
悲
劇
と

思
わ
れ
た
物
語
が
大
成
し
て
い
く
上
昇

的
な
物
語
で
あ
っ
た
と
い
う
対
照
的
な

変
容
を
新
た
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

し
た
が
っ
て
、清
兵
衛
と
瓢
箪
は「
前

額
︱
絵
画
︱
後
額
」
の
両
額
構
造
と
呼

ば
れ
る
額
縁
構
造
を
も
っ
た
物
語
教
材

で
あ
る
。
以
下
の
図
５
に
、
清
兵
衛
と

瓢
箪
の
額
縁
構
造
を
示
す
。

６　

考
察

　

本
研
究
は
、
中
等
教
育
で
用
い
ら
れ
る
額
縁
構
造
の
物
語
教
材
が
も
つ

特
有
の
ポ
イ
ン
ト
を
、
授
業
構
成
上
、
ど
の
よ
う
に
作
品
読
解
へ
生
か
す

こ
と
が
で
き
る
か
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
あ
た
り
、
中
等
教
育
で

用
い
ら
れ
る
「
夏
の
葬
列
」
と
「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
か
ら
額
縁
構
造
の
特

有
の
ポ
イ
ン
ト
を
整
理
し
、
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
活
か
し
た
物
語
の
解
釈
の

余
地
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

額
縁
構
造
を
も
つ
物
語
の
解
釈
に
お
い
て
、
前
額
と
後
額
に
か
け
て
起

き
る
対
照
的
な
変
容
の
読
み
取
り
が
重
要
で
あ
る
。
変
容
の
読
み
取
り
に

つ
い
て
、
倉
井
（2018

）
が
整
理
し
た
類
型
で
は
、
両
額
構
造
よ
り
も
前

型
・
後
型
と
い
っ
た
片
額
構
造
の
方
が
変
容
を
見
つ
け
に
く
い
と
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
額
縁
部
分
に
描
か
れ
た
文
章
量
で
あ
る
「
情
報
量
」
は
変

容
の
読
み
取
り
に
あ
た
り
重
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
倉
井,2018

）。
こ

れ
ら
は
、
前
額
に
描
か
れ
て
い
る
内
容
と
後
額
の
内
容
と
の
比
較
が
で
き

な
い
、
も
し
く
は
情
報
量
の
少
な
さ
か
ら
難
し
く
な
り
、
変
容
が
見
つ
け

に
く
い
た
め
で
あ
る
。

　

例
と
し
て
、水
野（2023

）で
取
り
上
げ
た「
世
界
一
美
し
い
ぼ
く
の
村
」

は
前
額
が
な
い
後
額
の
み
の
片
額
構
造
で
あ
る
。
前
額
と
後
額
と
の
内
容

の
比
較
が
で
き
な
い
た
め
、
変
容
は
両
額
構
造
の
額
縁
構
造
に
比
べ
わ
か

り
に
く
い
。
加
え
て
、後
額
は「
そ
の
年
の
冬
、村
は
戦
争
で
は
か
い
さ
れ
、

今
は
も
う
あ
り
ま
せ
ん
。」
と
い
う
一
文
の
み
で
、
情
報
量
が
非
常
に
少

な
い
。
額
縁
構
造
に
お
い
て
存
在
す
る
変
容
を
読
み
取
る
に
あ
た
り
、
額

縁
部
分
の
変
容
は
前
額
と
後
額
で
対
称
的
な
内
容
と
な
る
こ
と
か
ら
後
額

の
「
村
が
な
く
な
っ
た
」
は
「
村
が
あ
っ
た
」
の
変
容
後
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
絵
画
部
分
の
冒
頭
で
は
主
人
公
の
ヤ
モ
が
暮
ら
し
て
い
る
美

図５　清兵衛と瓢箪の両額構造
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し
い
国
や
村
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
降
で
は
、
に
ぎ
わ
う
街
の
描
写

や
初
め
て
果
物
を
売
る
こ
と
に
挑
戦
す
る
ヤ
モ
の
姿
、
そ
の
儲
け
に
よ
っ

て
羊
を
買
い
父
と
共
に
「
世
界
一
美
し
い
ぼ
く
の
村
」
に
戻
り
、
兄
の
帰

り
を
待
つ
と
い
う
描
写
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
絵
画
部
分
の
描
写
は

読
み
手
に
プ
ラ
ス
の
印
象
を
与
え
る
。
そ
の
一
方
で
、
絵
画
部
分
に
は
戦

争
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
兄
の
こ
と
や
戦
争
で
足
を
な
く
し
た
男
、
南
の
方

で
戦
争
が
激
化
し
て
い
る
描
写
が
所
々
に
存
在
し
、
読
み
手
は
物
語
の
展

開
に
戦
争
の
激
化
と
い
う
不
安
感
を
覚
え
る
。
し
か
し
、
絵
画
が
プ
ラ
ス

な
印
象
で
締
め
く
く
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
読
み
手
は
不
安
感
か
ら
解
放
さ

れ
気
が
緩
む
。
気
が
緩
む
分
、
直
後
の
後
額
の
「
戦
争
に
よ
っ
て
村
が
な

く
な
る
」
と
い
う
描
写
は
読
み
手
に
大
き
な
落
差
を
感
じ
さ
せ
、
物
語
の

悲
劇
性
を
助
長
す
る
。
つ
ま
り
、「
村
が
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
悲
劇
を

読
み
手
が
感
じ
る
の
は
、
幸
せ
な
ヤ
モ
の
一
日
が
き
っ
か
け
で
あ
り
、
戦

争
が
原
因
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
後
額
の
「
村
が
な
く
な
る
」
と
い
う
描

写
は
、
額
縁
構
造
の
も
つ
特
徴
で
あ
る
対
照
的
な
変
容
そ
の
も
の
を
指
す

と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
片
額
構
造
で
あ
り
後
額
の
情
報
量
は
少
な
い

に
も
関
わ
ら
ず
「
世
界
一
美
し
い
ぼ
く
の
村
」
は
額
縁
部
分
か
ら
変
容
を

推
測
し
や
す
い
。
そ
し
て
、
絵
画
部
分
が
そ
の
変
容
の
「
き
っ
か
け
・
原

因
」
を
表
し
て
い
る
た
め
、
変
容
が
読
み
取
り
や
す
く
な
っ
て
い
る
。

　

一
方
で
、「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
は
両
額
構
造
の
物
語
教
材
で
あ
る
。「
世

界
一
美
し
い
ぼ
く
の
村
」
と
同
様
に
額
縁
部
分
の
描
写
が
前
額
と
後
額
と

も
に
三
文
ず
つ
し
か
な
く
情
報
量
が
少
な
い
。
前
額
と
後
額
の
内
容
を
比

較
し
た
と
き
、
ど
ち
ら
も
清
兵
衛
の
興
味
が
瓢
箪
か
ら
絵
に
移
っ
て
い
る

こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
前
額
で
は
瓢
箪
と
の
縁
が
切
れ
た

こ
と
、
後
額
で
は
父
親
か
ら
絵
に
つ
い
て
叱
言
を
言
わ
れ
る
こ
と
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
額
縁
の
描
写
か
ら
、
読
み
手
は
「
今
後
、
清
兵

衛
が
絵
を
描
く
こ
と
を
や
め
さ
せ
ら
れ
る
」
と
想
像
す
る
。
加
え
て
、
絵

画
部
分
で
は
清
兵
衛
と
瓢
箪
の
縁
が
切
れ
る
出
来
事
に
つ
い
て
描
写
さ
れ

て
お
り
、
変
容
の
「
き
っ
か
け
・
原
因
」
が
描
写
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
、
額
縁
構
造
の
特
徴
で
あ
る
変
容
と
は
対
照
的
な
も
の
と

な
る
た
め
、
前
額
部
分
で
描
写
さ
れ
た
出
来
事
で
あ
る
瓢
箪
と
の
縁
が
切

れ
る
こ
と
の
繰
り
返
し
で
あ
る
「
絵
と
の
関
係
が
切
れ
る
」
は
対
照
的
な

変
容
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
新
た
な
変
容

の
検
討
を
ど
の
よ
う
に
行
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、中
等
教
育
の
額
縁
構
造
を
も
つ
物
語
教
材
の
ひ
と
つ
で
あ
る「
夏

の
葬
列
」
の
先
行
研
究
と
内
容
的
特
徴
か
ら
、
変
容
に
つ
い
て
新
た
な
解

釈
の
余
地
を
検
討
す
る
。

　
「
夏
の
葬
列
」
は
両
額
構
造
で
あ
り
、
情
報
量
も
十
分
な
物
語
教
材
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
額
縁
部
分
か
ら
変
容
が
掴
み
や
す
い
。
額
縁
部
分
か

ら
、
彼
は
「
ヒ
ロ
子
さ
ん
の
死
に
関
与
し
て
い
な
い
」
こ
と
を
確
信
す
る

こ
と
で
自
身
の
罪
悪
感
を
払
し
ょ
く
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
十
数
年
ぶ
り

に
疎
開
先
の
町
へ
訪
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
は
ヒ
ロ
子
さ
ん
が
艦
載
機

に
撃
た
れ
て
か
ら
ど
う
な
っ
た
の
か
を
知
ら
な
い
ま
ま
に
町
を
後
に
し
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
前
額
部
分
の
時
点
で
彼
は
ヒ
ロ
子
さ
ん
の
死
の
原
因

の
所
在
を
持
て
余
し
、
自
身
が
死
の
原
因
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
確
信

が
持
て
な
い
状
況
に
あ
る
。
後
額
で
、
葬
列
に
よ
り
彼
は
ヒ
ロ
子
さ
ん
の

死
の
原
因
が
自
身
の
行
動
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
。
加
え
て
、
そ
の
行

動
に
よ
っ
て
ヒ
ロ
子
さ
ん
の
母
親
の
死
の
間
接
的
な
原
因
に
な
っ
て
い
る

こ
と
も
知
る
こ
と
と
な
る
。
真
実
を
知
る
こ
と
で
彼
は
罪
を
自
覚
し
、
彼

の
罪
悪
感
は
確
実
な
も
の
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
夏
の
葬
列
の
変
容
と
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は
彼
の
罪
の
意
識
で
あ
る
。
絵
画
部
分
で
艦
載
機
が
現
れ
た
際
に
「
白
い

服
は
格
好
の
標
的
に
な
る
」
と
い
う
発
言
が
あ
る
。
発
言
し
た
男
は
艦
載

機
の
標
的
と
な
ら
な
い
よ
う
ヒ
ロ
子
さ
ん
を
案
じ
て
の
も
の
だ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
発
言
は
「
目
に
は
ヒ
ロ
子
さ
ん
の
服
の
白
さ

だ
け
が
鮮
や
か
に
映
っ
て
い
た
」と
あ
る
よ
う
に
彼
の
印
象
に
強
く
残
り
、

恐
怖
を
感
じ
て
い
た
幼
い
彼
は
ヒ
ロ
子
さ
ん
を
突
き
飛
ば
す
と
い
う
行
動

を
起
こ
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
山
本
（2018

）
は
「
初
読
の
段

階
で
は
お
そ
ら
く
善
意
の
意
味
し
か
な
い
と
思
わ
れ
た
言
葉
が
、
結
末
を

知
っ
て
も
う
一
度
読
み
返
す
と
、『
悲
劇
を
生
み
出
し
た
要
因
』
と
い
う

意
味
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
読
み
手
は
気
づ
く
だ
ろ
う
。」
と
述
べ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
良
か
れ
と
思
っ
た
善
意
が
ヒ
ロ
子
さ
ん
の
死
を
引
き

起
こ
し
、
彼
が
罪
を
犯
す
原
因
に
つ
な
が
る
た
め
、
悲
劇
性
が
助
長
さ
れ

る
。
加
え
て
、
夏
の
葬
列
に
お
い
て
西
原
（2002
）
が
「『
彼
』
の
誤
解

が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
末
尾
の
逆
転
劇
は
生
き
る
」
と
述
べ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
夏
の
葬
列
は
結
末
に
大
き
な
落
差
の
あ
る
構
造
を
も
つ
物
語

で
あ
る
。「
彼
の
誤
解
」
と
は
、
ヒ
ロ
子
さ
ん
の
母
の
葬
列
を
ヒ
ロ
子
さ

ん
の
も
の
と
勘
違
い
し
た
こ
と
で
生
ま
れ
た
「
自
分
は
ヒ
ロ
子
さ
ん
の
死

の
原
因
で
は
な
か
っ
た
」と
い
う
彼
に
と
っ
て
の
希
望
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
彼
の
誤
解
」
は
作
者
に
よ
る
「
巧
妙
な
仕
掛
け
」
と
途
中
に
張
り
巡
ら

さ
れ
た
「
伏
線
」
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
（
西
原
，2002

）。
そ
の

た
め
、「
彼
の
誤
解
」
を
作
り
出
す
「
仕
掛
け
」
や
「
伏
線
」
は
「
ヒ
ロ

子
さ
ん
や
ヒ
ロ
子
さ
ん
の
母
の
死
の
原
因
は
自
分
だ
っ
た
」
と
い
う
結
末

の
ど
ん
で
ん
返
し
へ
と
鮮
や
か
に
つ
な
が
り
、
夏
の
葬
列
で
読
み
手
が
感

じ
る
悲
劇
性
を
強
め
る
。
ま
た
、
結
末
に
大
き
な
落
差
が
あ
る
物
語
構
造

に
つ
い
て
、
須
田
（2019

）
は
「
悲
劇
の
最
も
重
要
な
構
成
要
素
は
物
語

の
筋
で
あ
り
、
そ
の
筋
が
逆
転
と
認
知
に
よ
っ
て
驚
き
を
伴
う
形
で
転
換

さ
れ
た
と
き
に
、観
客
や
読
者
に
大
き
な
憐
み
や
恐
れ
が
も
た
ら
さ
れ
る
」

と
し
て
い
る
。
変
容
と
は
前
額
と
後
額
に
あ
る
対
照
的
な
内
容
で
あ
る
た

め
、
筋
が
逆
転
す
る
こ
と
で
読
み
手
が
結
末
に
悲
劇
を
大
き
く
感
じ
る
夏

の
葬
列
の
結
末
こ
そ
が
冒
頭
と
対
照
的
な
内
容
で
あ
り
、
変
容
後
の
姿
で

あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
夏
の
葬
列
の
作
品
読
解
に
お

い
て
、額
縁
部
分
や
絵
画
部
分
に
あ
る
登
場
人
物
の
「
善
意
の
言
葉
」、「
仕

掛
け
」
や
「
伏
線
」
に
よ
る
悲
劇
性
の
助
長
が
変
容
を
読
み
取
り
や
す
く

し
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
夏
の
葬
列
に
あ
る
「
仕
掛
け
」
や
「
伏
線
」
の
結

末
に
対
す
る
逆
説
的
な
作
用
や
直
接
的
な
作
用
が
物
語
の
内
容
を
複
雑
に

し
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
の
作
用
が
結
末
の
ど
ん
で
ん
返
し
へ
と
収
束
す

る
よ
う
機
能
し
て
い
る
。
こ
の
ど
ん
で
ん
返
し
に
よ
る
悲
劇
は
読
み
手
を

物
語
に
ひ
き
つ
け
、
読
み
手
が
物
語
を
読
み
深
め
る
た
め
の
手
が
か
り
と

な
る
。
し
た
が
っ
て
、
額
縁
部
分
の
「
彼
が
罪
の
意
識
を
も
つ
」
と
い
う

変
容
に
対
し
て
直
接
的
で
は
な
い
が
、
悲
劇
性
を
助
長
さ
せ
読
み
手
に
印

象
付
け
る
物
語
中
に
あ
る
「
仕
掛
け
」
や
「
伏
線
」
は
、
変
容
を
効
果
的

に
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

つ
ぎ
に
、
夏
の
葬
列
の
読
み
深
め
の
内
容
を
踏
ま
え
て
清
兵
衛
と
瓢
箪

に
お
け
る
変
容
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
直
接
的
に
変
容
に
関
連
す
る
絵

画
の
「
き
っ
か
け
・
原
因
」
の
描
写
と
は
別
に
、
変
容
を
浮
き
彫
り
に
す

る
描
写
の
有
無
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

前
額
と
後
額
の
描
写
を
比
較
し
た
と
き
、
後
額
は
前
額
と
違
い
清
兵
衛

の
性
格
に
触
れ
て
い
る
。
教
員
や
父
親
に
よ
っ
て
瓢
箪
と
の
縁
を
切
ら
れ

て
し
ま
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
清
兵
衛
は
教
員
や
父
親
を
怨
ん
で
い
な
い
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と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
清
兵
衛
は
過
去
の
出
来
事
を
引
き
づ
ら
ず
、
流
す

こ
と
が
で
き
る
性
格
だ
と
わ
か
る
。
一
方
で
絵
画
部
分
に
は
、
清
兵
衛
が

常
に
瓢
箪
に
つ
い
て
考
え
授
業
中
で
も
磨
い
た
こ
と
、
教
員
に
瓢
箪
を
取

り
上
げ
ら
れ
父
親
に
壊
さ
れ
る
こ
と
、
清
兵
衛
の
瓢
箪
は
六
百
円
の
価
値

が
あ
っ
た
こ
と
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
清
兵
衛
の
常
軌
を
逸
し

た
熱
中
の
仕
方
や
、
多
く
の
大
人
が
気
付
か
な
い
瓢
箪
の
真
の
価
値
を
理

解
し
て
い
る
清
兵
衛
の
素
晴
ら
し
い
審
美
眼
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
清
兵

衛
は
素
晴
ら
し
い
審
美
眼
と
そ
れ
に
相
当
し
た
才
能
を
も
ち
瓢
箪
や
絵
に

熱
中
す
る
が
、
執
着
は
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
生
き
物
が
大
き
く
強
く
な

る
よ
う
脱
皮
す
る
よ
う
に
、
熱
中
す
る
も
の
が
変
わ
る
に
つ
れ
清
兵
衛
も

ま
た
脱
皮
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
清
兵
衛
が
教
員
や
父
親
を
怨
ん
で
い

な
い
理
由
は
、
瓢
箪
の
代
わ
り
に
絵
を
見
つ
け
た
た
め
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
脱
皮
す
る
よ
う
に
清
兵
衛
は
瓢
箪
の
頃
よ
り
も
絵
を
描
く
こ
と

に
夢
中
に
な
り
、
持
ち
前
の
審
美
眼
や
才
能
に
よ
っ
て
大
き
く
自
身
の
技

量
を
あ
げ
て
い
る
と
い
え
る
。
現
状
に
満
足
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
過
去

に
こ
だ
わ
ら
ず
父
親
や
教
員
の
こ
と
を
水
に
流
せ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
た
め
、
清
兵
衛
は
後
額
の
一
文
の
よ
う
に
父
親
に
叱
言
を
言

わ
れ
絵
と
の
関
係
を
切
ら
れ
た
と
し
て
も
、
再
び
素
晴
ら
し
い
才
能
を
活

か
し
何
か
に
熱
中
し
、
自
身
の
技
量
や
才
能
を
磨
き
経
験
を
増
や
し
続
け

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
今
後
、
清
兵
衛
は
大
成
し
て
い
く
と
考
察
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
は
、
読
み
手
が
前
額
部
分
で
感
じ
て

い
た
熱
中
し
た
も
の
を
取
り
上
げ
ら
れ
て
し
ま
う
悲
劇
か
ら
、
清
兵
衛
が

大
成
し
て
い
く
こ
と
を
示
し
た
上
昇
の
物
語
へ
と
対
照
的
な
変
容
を
起
こ

し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
「
世
界
一
美
し
い
ぼ
く
の
村
」
で
は
、
絵
画
に
は
直
接
的
に
変
容
へ
と

つ
な
が
る
「
き
っ
か
け
・
原
因
」
と
な
る
内
容
が
描
か
れ
お
り
、
前
額
が

な
く
と
も
後
額
の
内
容
の
み
か
ら
で
も
変
容
を
推
測
し
や
す
か
っ
た
。
し

か
し
、「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
は
前
額
と
後
額
を
比
較
し
て
も
変
容
を
推
測

し
づ
ら
い
。
比
較
か
ら
性
格
の
描
写
の
有
無
が
わ
か
っ
た
と
し
て
も
、
こ

の
清
兵
衛
の
性
格
は
直
接
的
に
変
容
を
示
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
絵

画
部
分
の
清
兵
衛
と
瓢
箪
の
出
来
事
を
加
味
す
る
こ
と
で
清
兵
衛
の
物
事

を
水
に
流
せ
る
性
格
が
引
き
立
ち
、
物
語
が
悲
劇
か
ら
上
昇
の
物
語
へ
と

変
容
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
両
額
構
造
よ

り
も
片
側
構
造
の
方
が
読
解
の
難
易
度
が
必
ず
し
も
難
し
い
わ
け
で
は
な

い
と
い
え
る
。

　

中
等
教
育
で
用
い
ら
れ
る
物
語
教
材
で
あ
る
「
夏
の
葬
列
」
や
「
清
兵

衛
と
瓢
箪
」
よ
り
、
額
縁
の
「
対
照
的
な
変
容
」
や
、
絵
画
部
分
に
は
変

容
に
対
す
る
「
き
っ
か
け
・
原
因
」
が
あ
る
と
い
っ
た
額
縁
構
造
の
も
つ

特
徴
だ
け
で
な
く
、
対
照
的
な
変
容
の
明
確
化
に
対
し
効
果
的
に
機
能
す

る
「
仕
掛
け
」
や
「
伏
線
」
な
ど
の
描
写
の
存
在
が
中
等
教
育
の
額
縁
構

造
を
も
つ
物
語
教
材
の
特
徴
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
特
徴
を
意
識

し
生
か
す
こ
と
に
よ
り
、「
や
ま
な
し
」
な
ど
額
縁
の
情
報
量
が
少
な
い

作
品
に
対
し
新
た
な
変
容
を
検
討
し
、
解
釈
の
余
地
を
見
出
す
こ
と
へ
繋

が
る
手
立
て
と
な
る
だ
ろ
う
。
中
等
教
育
の
額
縁
構
造
を
も
つ
物
語
教
材

を
用
い
た
授
業
を
行
う
際
は
、
伏
線
や
仕
掛
け
な
ど
の
存
在
を
踏
ま
え
な

が
ら
、
額
縁
構
造
の
法
則
を
活
用
し
て
変
容
を
読
み
取
る
過
程
を
意
識
し

た
授
業
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
初
等
教
育
で
額
縁
構
造
を

用
い
た
教
材
を
扱
う
場
合
は
、「
対
照
的
な
変
容
」
や
「
き
っ
か
け
・
原

因
」
と
い
っ
た
額
縁
構
造
の
特
徴
、
絵
画
か
ら
後
額
に
か
け
て
の
「
謎
解

き
」
や
「
転
調
」
と
い
っ
た
特
有
の
ポ
イ
ン
ト
を
踏
ま
え
た
作
品
読
解
の
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力
を
児
童
に
身
に
付
け
さ
せ
る
授
業
構
造
を
意
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ

し
て
、
十
分
に
そ
の
力
を
身
に
付
け
た
後
に
、
中
等
教
育
で
は
、
額
縁
構

造
を
も
つ
物
語
教
材
に
あ
る
対
照
的
な
変
容
の
明
確
化
に
対
し
効
果
的
に

機
能
す
る
「
仕
掛
け
」
や
「
伏
線
」
な
ど
本
研
究
で
明
ら
か
に
な
っ
た
特

有
の
ポ
イ
ン
ト
に
触
れ
、
物
語
の
解
釈
の
余
地
を
広
げ
る
読
解
を
行
う
授

業
を
構
成
し
て
い
く
と
い
う
流
れ
が
重
要
と
考
え
る
。

引
用
文
献
一
覧

安
藤
修
平
（2015

）『
Ⅲ
文
学
的
な
文
章
・
詩
の
指
導
に
役
立
つ
用
語
解
説
』『
小

学
校
国
語
「
読
む
こ
と
」
の
授
業
を
作
る
︱
文
学
的
な
文
章
編
』
高
木
ま

さ
き
監
修 

光
村
図
書 p.179

甲
斐
睦
朗
（1989

）『「
わ
ら
ぐ
つ
の
中
の
神
様
」
の
表
現
︱
キ
ー
ワ
ー
ド
に
着

目
し
て
︱
』『〔
実
践
国
語
研
究
別
冊N

o.92

〕
文
学
教
材
の
研
究
と
授
業

⑨
杉
き
み
子
「
わ
ら
ぐ
つ
の
中
の
神
様
」
の
教
材
研
究
と
全
授
業
記
録
』

全
国
国
語
教
育
実
践
研
究
会 

編 

明
治
図
書 pp.21-22

小
林
豊
（2020

）『
世
界
一
美
し
い
ぼ
く
の
村
』『
新
し
い
国
語　

四
下
』
秋
田

喜
代
美
ほ
か
一
〇
六
名 

東
京
書
籍　

pp.111-122

倉
井
伸
太
郎
（2018

）『
額
縁
構
造
を
も
つ
文
学
的
教
材
の
指
導
方
法
の
開
発
に

関
す
る
研
究
』
上
越
教
育
大
学
国
語
研
究
／
上
越
教
育
大
学
国
語
教
育
学

会 

編  pp.67-80

水
野
稚
菜
（2023

）『
小
学
校
物
語
教
材
に
お
け
る
額
縁
構
造
と
後
額
の
意
味
︱

「
世
界
一
美
し
い
ぼ
く
の
村
」「
桃
花
片
」
の
分
析
を
通
し
て
︱
』
上
越
教

育
大
学
国
語
研
究
／
上
越
教
育
大
学
国
語
教
育
学
会 

編 pp.43-53

西
原
千
博
（2002

）「『
夏
の
葬
列
』
試
解
：
国
語
科
教
材
テ
ク
ス
ト
分
析
の
試
み
」

『
北
海
道
教
育
大
学
語
学
文
学
』
第
40
号pp.10-13

志
賀
直
哉
（2013

）『
清
兵
衛
と
瓢
箪
』『
精
選　

国
語
総
合
』
中
洌
正
堯
・
岩

﨑
昇
一
ほ
か
二
一
名 

三
省
堂

　
　

pp82-90

須
田
寛
子
（2020

）『
物
語
教
材
に
お
け
る
展
開
部
の
仕
組
み
と
終
末
部
の
落
差

に
関
す
る
読
解
方
法
の
研
究
：
仕
掛
け
と
伏
線
が
物
語
展
開
に
与
え
る
影

響
』
上
越
教
育
大
学 pp.11-26

須
貝
千
里 

（2001

）『「
二
枚
の
青
い
幻
燈
」
と
「
私
の
幻
燈
」
の
間
で
︱
「
や

ま
な
し
」
の
跳
躍
︱
』『
文
学
の
力
×
教
材
の
力 

小
学
校
編
6
年
』
田
中
実
・

須
貝
千
里 

編 

教
育
出
版 p.28

山
川
方
夫
（2021

）『
夏
の
葬
列
』『
伝
え
合
う
言
葉　

中
学
国
語
2
』
児
玉
忠
・

植
山
俊
宏
・
丹
藤
博
文
ほ
か
45
名
教
育
出
版pp.174-182

山
本
友
美
（2018

）『
中
学
校
の
文
学
教
材
に
お
け
る
展
開
と
伏
線
︱
「
隠
れ
た

〈
観
念
〉」
と
し
て
の
プ
ロ
ッ
ト
に
着
目
し
て
︱
』『
学
芸
国
語
教
育
研
究
36

（
0
）』
東
京
学
芸
大
学
国
語
科
教
育
学
研
究
室 pp.105-119


