
楽
し
い
古
典
の
授
業
へ

の
試
行
錯
誤

は
じ
め
に

本
稿
は
、
昭
和
五
十
九
年
度
第
百
三
十
二
回
早
稲
聞
大
学
国
語
教
育
学
会

例
会
の
折
に
、

「
実
践
報
告
」
と
し
て
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
も
の

の
一
部
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
私
立
抽
旭
町
学
園
女
子
高
校
に
、
講
師
と
し

て
勤
め
て
今
年
で
三
年
目
、
こ
の
よ
う
な
新
米
の
私
で
す
の
で
、
皆
様
に
ど

紹
介
で
き
る
よ
う
な
「
実
践
」
な
ど
は
、
何
も
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま

で
の
悪
戦
苦
闘
を
あ
り
の
ま
ま
ご
報
告
い
た
し
ま
し
て
、
皆
様
の
ご
指
導
を

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

報

告

@

二
年
間
の
古
典
の
授
業
の
中
で
、
授
業
後
生
徒
が
「
お
も
し
ろ
か
っ
た
/
」

と
言
っ
て
く
れ
た
教
材
が
ニ
つ
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
、
そ
の
こ
つ
の
教

材
、
『
源
氏
物
語
』
と
『
平
家
物
語
』
を
扱
っ
た
授
業
に
つ

い
て
報
告
い
た

し
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
授
業
は
、
い
ず
れ
も
試
験
施
聞
に
入
ら
な
い
も
の
で

し
た
の
で
、
生
徒
た
ち
も
、
又
、
教
え
る
私
も
、
点
数
の
こ
と
は
あ
ま
り
気

村

井

夏

朱

に
せ
ず
に
、
授
業
を
楽
し
め
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。

二
年
目
、
昭
和
五
十
八
年
度
の
二
学
期
、
高
二
の
国
語
の
ク
ラ
ス
(
こ
の

年
は
高
一
国
語
五
単
位
三
ク
ラ
ス
、
高
ニ
古
典
ニ
単
位
一

h

グ
ラ
ス
、
古
川
二
国

諮
問
単
位
て
グ
ラ
ス
を
担
当
〉
で
、
試
験
前
に
四
、
五
時
間
余
裕
が
で
き
ま

し
た
。
私
は
講
師
で
す
か
ら
、
「
一
学
期
は

O
と
O
と
O
を
や
り
ま
し
ょ
う
」

「
O
と
O
は
削
り
ま
せ
ん
か
」
「
次
は

O
Oを
や
っ
て
下
さ
い
」
と
専
任
の
先

生
か
ら
連
絡
が
来
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
通
り
に
進
め
ま
す
か
ら
、
こ
の
時
が

自
分
で
教
材
を
決
め
ら
れ
る
J

初
め
て
の
時
間
で
し
た
。

で
き
れ
ば
現
代
文
で
は
な
く
古
典
で
、
終
わ
っ
た
後

「も

っ
と
読
ん
で
み

た
い
な
あ
」
と
思
っ
て
も
ら
え
る
も
の
が
好
ま
し
い
と
思
い
ま
し
た
。
現
代

文
と
古
典
が
一
つ
に
な
り

「
国
語
」
と
な
っ
て
か
ら
(
我
校
で
は
、
高
二
で

国
語

E
四
単
位
の
他
に
古
典
二
単
位
が
必
修
と
な
っ
て
い
ま
す
)
別
に
古
典

の
時
間
が
あ
り
、
国
語
の
時
間
に
も
古
典
が
た
ま
に
あ
り
ま
す
。
生
徒
と
し

て
は
、
バ
ラ
バ
ラ
に
入
っ
て
く
る
古
典
に
戸
惑
い
つ
つ
、
結
局
は
好
き
に
な

れ
ず
に
、
親
し
み
を
持
て
な
い
ま
ま
苦
手
教
科
の
部
類
に
入
れ
て
ゆ
く
者
が

ほ
と
ん
ど
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
な
ん
と
か
古
典
の
イ
メ

ー
ジ
を
一
新
す
る
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必
要
が
あ
る
と
、
常
常
思
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。

一
応
生
徒
に
希
望
を
聞
き
ま
す
と
、
偶
然
に
も
古
典
で
、

『
源
氏
物
語
』

を
、
と
い
う
声
が
多
く
出
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
訳
が
あ
り
ま
す
。
今
『
源
氏

物
語
』
を
扱
っ
た
マ
ン
ガ
が
人
気
を
呼
ん
で
い
る
か
ら
な
の
で
す
。
「
本
物

の
源
氏
物
語
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
知
り
た
い
」
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で

し
た
。私

も
、
そ
の
情
報
を
得
て
い
た
と
こ
ろ
で
、
マ
ン
ガ
も
四
巻
ま
で
(
須
磨

・
明
石
か
ら
都
へ
源
氏
が
戻
っ
た
と
こ
ろ
ま
で
拙
か
れ
て
い
て
、
ま
だ
続
く

そ
う
で
す
〉
入
手
済
み
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
教
材
と
し
て
、
小
学
館
古
典

文
学
全
集
よ
り
、
原
文
と
そ
れ
に
対
応
す
る
訳
文
の
適
当
な
所
(
桐
笠
・
若

紫

・
末
摘
花
な
ど
か
ら
〉
を
選
び
、
マ
ン
ガ
か
ら
同
じ
場
面
の
ス
ケ

ッ
チ
を

い
く
つ
か
拝
借
し
て
、
マ
ン
ガ
入
り
の
テ
キ
ス
ト
を
作
り
ま
し
た
。

一
時
間

に
プ
リ
ン
ト
一
枚
、
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
ま
し
た
。

『
源
氏
物
語
』
は
、
彼
女
た
ち
が
三
年
生
に
な
る
と
、
再
び

「
古
典
」
の

授
業
で
取
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
で
し
た
の
で
、
文
法
は
一
時
間
に
一
っ
か
二

つ
触
れ
る
だ
け
に
し
、
訳
文
も
テ
キ
ス
ト
に
載
せ
ま
し
た
か
ら
、
時
間
内
に

は
、
テ
キ
ス
ト
前
後
の
状
況
説
明
、
本
文
範
読
、
全
員
で
音
読
最
低
二
回
、

テ
キ
ス
ト
の
解
説
と
い
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

す
る
と
、
マ
ン
ガ
入
り
だ
と
い
う
の
で
、
テ
キ
ス
ト
を
貰
う
こ
と
を
た
い

へ
ん
喜
び
、
叉
、
解
説
を
し
て
ゆ
く
と
、
次
は
ど
う
な
る
の
か
と
興
味
津
津

で
す
。
「
試
験
前
の
一
時
間
は
自
習
に
し
よ
う
か
」
と
聞
き
ま
す
と
、

「
源
氏

の
続
き
が
い
い
/
」
と
言
う
ほ
ど
で
し
た
。
状
況
が
わ
か
っ
た
上
で
、
原
文

を
声
に
出
し
て
読
ん
で
い
る
と
、
自
分
も
平
安
時
代
の
お
娘
さ
ま
に
な
っ
た

よ
う
な
気
が
す
る
な
ど
、
古
文
と
自
分
た
ち
と
、
そ
れ
程
懸
け
離
れ
た
も
の

で
は
な
い
と
思
っ
て
く
れ
た
よ
う
で
す
。

報

告

②

次
に
『
平
家
物
語
』
の
授
業
に
つ
い
て
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。
二
年
目
、

三
学
期
の
後
半
に
な
っ
て
、
先
ほ
ど
の
『
源
氏
物
語
』
の
グ
ラ
ス
(
高
二
国

語
の
ク
ラ
ス
)
で
、
再
び
時
聞
が
余
り
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
を
利
用
し
て
、

古
文
に
、
前
回
と
は
ま
た
別
の
方
法
で
、
取
り
組
ん
で
み
よ
う
と
考
え
ま
し

た。
こ
の
時
、
漠
然
と
私
の
頭
の
中
に
あ
っ
た
の
は
、
福
音
館
文
庫
か
ら
出
て

い
る
、
木
下
順
二
著
『
古
典
を
訳
す
』
の
中
に
出
て
来
た
「
群
読
」
と
い
う

言
葉
で
し
た
。
こ
の
本
の
中
で
、
木
下
順
二
は
、
「
日
本
古
典
の
原
文
に
よ

る
朗
読
は
ど
こ
ま
で
可
能
か
、
と
い
う
テ
l
マ
で
勉
強
会
を
も
ち
、
い
く
つ

か
試
み
を
重
ね
て
ゆ
く
う
ち
に
、
古
典
、
こ
と
に
『
平
家
物
語
』
の
場
合
な

ど
、
そ
の
文
体
が
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
時
に
猛
々
し
い
ま
で
に
力
強
く
、

時
に
鰯
々
と
し
て
幽
か
な
ま
で
に
美
し
い
言
葉
の
う
ね
り
を
表
わ
す
に
は
、

あ
る
と
き
複
数
で
、
あ
る
と
き
ソ
ロ
で
朗
前
す
る
と
い
う
方
法
を
自
在
に
駆

使
す
る
の
が
適
当
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
考
え
だ
し
た
。
」
と
書
き
、
そ

の
方
法
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
『
平
家
』
の
原
文
を
ア
レ
ン
ジ
し
て
『
知
盛
』

を
作
っ
た
、
と
あ
り
ま
す
。

こ
れ
を
思
い
出
し
て
、
ほ
ん
の
少
し
で
も
、
こ
れ
に
近
づ
く
よ
う
な
方
向

で
で
き
れ
ば
、
と
思
い
ま
し
た
。
『
知
盛
』
を
目
指
し
て
、

と
い
う
思
い
で

考
え
つ

い
た
の
が
の
生
徒
た
ち
の
「
読
み
」
を
テ
l
プ
に
録
音
し
て
み
よ
う
、

と
い
う
こ
と
で
し
た
。
自
分
た
ち
の

H

声
u

を
聞
く
、
と
い
っ
た
時
、
授
業

へ
の
取
り
組
み
方
も
ま
た
変
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
た
か
ら
で
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す。
教
材
を
決
め
る
時
、
『
知
盛
』
の
影
響
か
ら
、
『
平
家
物
語
』
に
し
て
し
ま

い
ま
し
た
。
『
平
家
物
語
』
の
中
で
ど
の
部
分
に
す
る
か
は
、

随
分
迷
い
ま

し
た
。

女
の
子
ば
か
り
だ
と
い
う
こ
と
、
三
年
生
に
な
る
と
、
修
学
旅
行
で

広
島
方
面
へ
行
く
(
瀬
戸
内
海
を
見
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
)
と
い
う
こ
と

を
考
え
る
と
、
女
性
が
主
人
公
に
な
っ
て
い
て
、
瀬
戸
内
海
あ
た
り
が
舞
台

の
も
の
が
よ
い
だ
ろ
う
、
と
思
い
、
「
小
宰
相
身
投
げ
」
の
段
に
し
ま
し
た
。

も
っ
と
適
当
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

恥
ず
か
し
な
が
ら

私
自
身
『
平
家
物
語
』
を
完
読
し
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
見
つ
け
ら
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。

テ
キ
ス
ト
に
は
、
小
学
館
古
典
文
学
全
集
『
平
家
物
語
』
か
ら
巻
九
「
落

足
」
の
段
の
最
後
の
部
分
と
「
小
宰
相
身
投
げ
」
の
段
を
と
り
、
「
小
宰
相

身
投
げ
」
の
段
で
は
、
円
以
後
の
部
分
(
小
宰
相
と
夫
通
磁
の
な
れ
そ
め
の
部

分
)
は
省
き
ま
し
た
。
授
業
を
始
め
る
に
際
し
て
、
細
か
い
予
定
は
立
て
ま

せ
ん
で
し
た
。
最
初
の
授
業
の
時
、
「
朗
読
の
テ

1
プ
を
つ
く
ろ
う
」
と
い

う
提
案
だ
け
し
て
お
き
、
テ
キ

ス
ト
本
文
を
全
員
で
音
読
す
る
と
こ
ろ
か
ら

始
め
ま
し
た
。
ど
う
い
う
手
順
で
進
む
こ
と
に
な

っ
た
か
は
、
以
下
の
表
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

土I I ~ 

前
時
限
に
テ
キ
ス
ト
(
プ
一

リ
ン
ト
凶
枚
原
文
だ
け
の

一

も
の
)
を
配
布

一

「小
宰
相
身
投
」
に
至
る
ま
で
一

授

業

容

気
付
い
た
こ
と

内

の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
説
明
。
板
書

し
、
メ
モ
さ
せ
る
。

¥前
時
限
に
行

っ
た
練
習
問
J

一
返
却
の
問
、
板
惑
を
写
さ
せ

一

/
る

。

~

簡
単
な
系
図
の
板
番
、
写
さ
せ

る。
以
上
を
も
と
に
説
明
。
小
宰

相
の
含
ま
れ
る
平
家
の
状
況
を

つ
か
ま
せ
る
。

川

W
を
範
読
二
回
。
短
か
く
区
切

っ
て
後
に
つ
い
て
読
ま
せ
る
こ

と
二
回
。

本
文
解
説
を
し
な
が
ら
な
味

を
と
る
。
地
名
の
確
認
。
「
修

学
旅
行
で
通
る
所
/」

と
地
図

を
配
布

2 

前
段
を
ふ
り
返

っ
て
、
平
家
が

ど
う
い
う
状
況
に
あ
る
か
を
再

確
認

倒
範
読
ニ
因
。
全
員
で
音
読
二

因。
小
宰
相
と
通
盛
の
な
れ
そ

め
、小
宰
相
に
つ
い
て
の
説
明
。

-
北
の
方
-

L
E

↓
の
説
明

.
d
f
Z
H

」

板
書

・
メ
モ
の
必
要
は
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
時
聞
が

か
か
っ
た
。

五
時
間
目
で
あ
る
こ
と
も
手

伝
っ
て
、
居
眠
り
、
お
し
平
べ

り
が
多
い
。

~テ
キ
ス
ト
凶
枚
を
き
ち
ん
と
/

一読
め
、
聞
け
る
テ
l
プ
が
で
一

/
き
る
が
心
配

¥

な
か
な
か
平
家
の
状
況
を
つ

か
め
ず
、
も
ど
か
し
い
。

前
回
よ
り
お
し
ゃ
べ
り
減
る
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古文

皇富室喜雪喜宮女?グ月縄空
回 (D)

望(希会賞分け 音読(範f。m 
班 fお六解語 現華 古 をて古文二
の

訳訳読朗 郷里プ 閏
かな道 31二 文〉行テ ・回。 一

本.l.o、 なじ 四 月
訳十凹 話旨う にプl現代語 解回

音響 九人 十 分け。 全員
り塁手生

全員 宗曲 一. 全員
三人 す。録音訳 説後生tこ 八七人 人七 の を説明 りm 人 の

配布 人 音『厄 ェノp、 音さUdEz 
し 二
、班徒

す- 鑑にの一
文古 げ入室 をい 出 るれ中 に食Ij

よ水示ア 指ーも次る班を ぞ 二 なに当
班 う し す。 キ 京0 のの。 れ古3・(. 班 る。 な H寺

とたス を時間 作「 に るの
ー寸 しづ、 ト 決 り音 ・分け 。お

あ
て相宰 中 定ま た響効現代語 質聞 産のみ
い 絵jの雷

し でい る
だ

るを てに と果'- こ も話
」ー く 、 し、 訳と 出 か
で 絵 引あき ~;::_ るや うを班を るら
決 こり 声が 考に 相 よ
め ------- 輿* とた えそ談 う真

9
一
「
ロ
ン
グ
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
」
の

一

め

ず
ら
し
い
音
楽
室
(
音
楽

時
聞
を
い
た
だ
く
。
音
楽
室
を

一
を
選
択
し
て
い
な
い

ク
ラ
ス
の

借
り
て
音
を
出
し
な
が
ら
の
リ

一
た
め
)
に
、
二
手
に
分
か
れ
て

ハ

l
サ

ル

。

騒

ぐ

。

古
音
響
班
、
読
み
の
練
習
不
足

の
古
朗
読
涯
を
怒
る
。

8
一
古
文

・
現
代
語
訳
も
朗
読
班

・

一
音
響
班
が
一
緒
に
な
り
「
読
み
」

と

「
音
響
」
の
説
明

・
検

司

、
「
ロ
ン
グ
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
の
J

r
時
聞
を
使
い
た
い
」
と
言
う
』

(i5) 
朗

らた読
なめ ・
い、音
。な響
か班
な|
か大
ま世
と帯
まの

7 

(現)(古) (現)(古)
音音 朗朗

の轡響ぞ読読
様班班れ班班
子"-/訳 I I 
を | の台読
見 | 検本む
つ読討 作練
つみ り習
相手
談そ

れ

キ
ャ
ス
ト
決
め
。
現
代
語
訳
班
、

台
本
作
り
。
キ
ャ
ス
ト
決
め
。

(古)
汰時い朗
で 、 。読

お他長班
しのい|
や者所読
ベがをめ
り手読な
。持んい
ちで所
無 い が
沙る 多

る
。
読
ま
せ
る
と
ひ
ど
く
た

ど
た
ど
し
い
。

現
代
語
訳
班
|
話
し
合
い
で
決

め
る
。
台
本
は
基
本
的
に
は

古
文
班
に
準
じ
、
自
分
の
役

は
特
に
丁
寧
に
訳
す
。
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春き
感想音な賞会鑑

録

休な分自
1回ε 

みか 文しか

村井 った をなっ
たち 書がた録

宅需語訳 の かせ表発ら 代現音がで f乍

賞全霊童を

る 翠ロロ 完
訳了
班し
はて

、で 録い

ヨ，苦ドf-
古文

班

真 予
食Ij

定通り

j了会E。-

授
業
内
容
の
中
で
、
制
倒
J
伺
と
あ
る
の
は
、
授
業
を
進
め
て
ゆ
く
上
で
、

便
宜
的
に
テ
キ
ス
ト
を
区
切

っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
で
き
あ
が
っ
た
テ

l
プ
を

こ
の
紙
面
で
は
、
お
聞
か
せ
で
き
な
い
こ
と
が
た
い
へ
ん
残
念
で
す
が
、
こ

の
後
に
、
古
文
班
の
台
本
と
、
現
代
語
訳
班
の
台
本
(
生
徒
が
作
成
し
た
も

の
〉
の
一
部
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
テ
ー
プ
の
代
り
と
い
た
し
ま
す
。

〈
古
文
班
台
本
一
部
)

全

一

平
家
物
語

ナ
レ
ー
タ
ー

一

い
く
さ
や
ぶ
れ
に
け
れ
ば
、
主
上
を
は
じ
め
世
帯
っ
て
、

人
々
み
な
御
舟
に
召
し
て
出
で
給
ふ
心
の
う
ち
こ
そ
悲
し

け
れ
。塩

に
ひ
か
れ
風
に
随
っ
て
、
紀
伊
路
へ
お
も
む
く
舟
も

あ
り
。葦

屋
の
沖
に
潜
ぎ
出
で
て
、浪
に
ゆ
ら
る
る
舟
も
あ
り
。

或
は
須
磨
よ
り
明
石
の
浦
づ
た
ひ
、泊
さ
だ
め
ぬ
梶
枕
、

か
た
し
く
袖
も
し
を
れ
つ
つ
、
腕
に
か
す
む
春
の
月
、
心

A C B 

ナ
レ

タ
I H G F 全

ナ
レ

ー
タ
ー

滝
口
時
員 D 

を
く
だ
か
ぬ
人
ぞ
な
き
。

或
は
淡
路
の
瀬
戸
を
糟
ぎ
と
ほ
り
、
絵
乱
聞
が
磯
に
た
だ

よ
へ
ば
、
波
路
か
す
か
に
な
き
わ
た
り
、
友
ま
よ
は
せ
る

よ
ち
ど
り

さ
夜
街
、
是
も
我
身
の
た
ぐ
ひ
か
な
。

行
く
さ
き
い
ま
だ
い
づ
く
と
も
思
ひ
定
め
ぬ
か
と
お
ぼ

し
く
て
、

一
谷
の
沖
に
や
す
ら
ふ
舟
も
あ
り
。

か
や
う
に
夙
に
ま
か
せ
、
浪
に
随
ひ
て
、
浦
々
島
々
に

た
だ
よ
へ
ば
、
互
に
死
生
も
知
り
が
た
し
。

闘
を
し
た
が
ふ
る
事
も
十
四
箇
関
、

勢
の
つ
く
事
も
十
万
余
騎
、

都
へ
ち
か
づ
く
事
も
僅
か
に
一
日
の
道
な
れ
ば
、

今
度
は
さ
り
と
も
と
た
の
も
し
う
思
は
れ
け
る
に
、

一

谷
を
も
せ
め
お
と
さ
れ
て
、
人
々
み
な
心
ぼ
そ
う
ぞ
な
ら

れ
け
る
。
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E 全

小
宰
相
身
投

越
前
の
三
位
通
盛
の
卿
の
侍
に
、
君
太
滝
口
時
員
と
い

ふ
者
あ
り
。
北
の
方
の
御
舟
に
参
っ
て
申
し
け
る
は

君
は
淡
河
の
し
も
に
て
、
か
た
き
七
騎
が
中
に
と
り
こ

め
ら
れ
て
、
う
た
れ
さ
せ
給
ひ
候
ひ
ぬ
。

'
J
 

.目

(
現
代
語
訳
班
台
本
一
部
〉

一

-
-
-U町

一

m仰

一

波

の

音

に

混

っ

て

、
持
の
品
目
が
聞
え
て
く
る
。

ナ
レ

ー
タ
ー
一

(
乳
母
の
女
房
か
〉
さ
め
ざ
め
と
泣
き
な
が
ら
、
く
ど



小
宰
相

乳
母
の
女
房

ナ
レ

ー
タ
ー

く
ど
と
恨
み
言
を
言
っ
た
の
で
、
小
宰
相
は
こ
の
事
を
聞

か
れ
て
ま
ず
か
っ
た
と
思
っ
た
の
か

小
宰
相
あ
わ
て
て
、
少
し
声
を
大
き
く
、
前

よ
り
力
強
く

そ
、
そ
れ
は
、
:
:
:
私
の
身
に
も
な
っ
て
み
て
く
だ
さ

い
。
世
間
一

般
に
は
、
悲
し
い
か
ら
と
い
っ
て
身
を
境
け

よ
う
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
よ
く
あ
る
事
で
す
。
け
れ
ど

も
、
そ
れ
を
思
い
立

っ
た
ら
お
前
に
知
ら
せ
な
い
で
す
る

こ
と
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
夜
も
ふ
け
た
し
、
さ
あ
寝

ま
し
ょ
う
。

十
分
に
考
え
て
死
を
ご
決
心
な
さ
る
の
な
ら
ば
、
深
い

海
の
底
ま
で
も

一
緒
に
お
連
れ
く
だ
さ
い
。
あ
な
た

に
先

立
た
れ
て
し
ま

っ
た
後
、
生
き
て
い
よ
う
と
も
思
い
ま
せ

ん。
な
ど
と
申
し
て
、
小
宰
相
の
そ
ば
に
い
な
が
ら
、
乳
母

の
女
房
が
ち
ょ
っ
と
う

つ
ら
う
つ

ら
し
た
隙
に
、
小
宰
相

は
そ
っ
と
起
き
出
し
て
船
ば
た
に
出
て
行
っ
た
。

だ
ん
だ
ん
波
の
音
と
揖
の
音
大
き
く
。
時
々

鳥
の
声
。

漫
々
と
水
の
張
っ
て

い
る
海
の
上
な
の
で
、
ど
ち
ら
が
西

の
方
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
小
宰
相
は
静
か
に
念
仏
を

な
さ
る
。
沖
の
白
州
に
鳴
く
千
鳥
の
声
ゃ
、
海
峡
を
渡
る

船
の
繍
の
立
田
が
聞
こ
え
る
。

立日を
小
さ
く
し
て
ゆ
く
。
同
時
に
小
宰
相
の

念
仏
の
声
が
し
て
く
る
。

田各 j 

以
下
、
授
業
中
に
気
付
い
た
こ
と
を
中
心
に
、
簡
単
に
説
明
い
た
し
ま
す
。

一
時
間
目
、
本
文
に
入
る
前
に
、
小
宰
相
の
含
ま
れ
る
平
家
の
状
況
説
明

を
板
書
し
て
テ
キ
ス
ト
に
書
き
と
ら
せ
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
し
た。

し
か
し
、

こ
れ
に
随
分
と
時
聞
が
か
か
り
、
だ
れ
た
雰
凶
気
を
作

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

書
き
と
ら
せ
て
お
け
ば
、
後
で
再
び
そ
の

メ
モ
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
し
、

ま
た
、
お
し
ゃ
べ
り
防
止
の
安
易
な
方
法
で
も
あ
る
し
、
と
い
う
こ
と
で
生

徒
に
裂
し
た
の
で
す
が
、
あ
ま
り
良
い
方
法
と
は

い
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ

の
だ
れ
た
雰
悶
気
は
音
読
す
る
時
に
も
持
続
し
、
範
読
後
読
ま
せ
て
み
た
時

に
は
、
こ
の
-調
子
で
は
、
は
た
し
て
き
ち
ん
と
読
め
る
よ
う
に
な
り
、
人
に

聞
か
せ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
よ
う
な
も
の
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
と
、
心

配
に
な
る
ほ
ど
で
し
た
。
叉
、
何
度
説
明
し
て
も
平
家
の
状
況
を
摺
ん
で
く

れ
ず
に
も
ど
か
し
い
思
い
も
し
ま
し
た
。

内
容
を
進
め
て
い
っ
て
、
三
時
間
目
的
の
、
小
宰
相
が
乳
母
の
女
房
に
告

白
を
す
る
場
面
に
な
り
ま
す
と
、
テ
キ
ス

ト
へ

の
自
の
向
け
方
が
ず
い
ぶ
ん

と
変
っ
て
き
ま
し
た
。
例
え
ば
、

小
宰
相
の
言
葉
で
、
「
お
産
の
時
、
十
に

九
つ
は
か
な
ら
ず
死
ぬ
る
」
ま
た
、
死
ん
だ
夫
通
盛
の
姿
を

「
ま
ど
ろ
め
ば

夢
に
見
え
、
さ
む
れ
ば
お
も
か
げ
に
た
つ
ぞ
か
し」

生
き
て
い
て
恋
し
く
思

う
よ
り
は
水
の
底
へ
行
き
た
い
、
と
い

っ
た
と
こ
ろ
に
な
る
と
、
真
剣
に
文

字
を
追
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
内
容
的
に
も
興
味
を
持
ち
、
叉
、
読
ん
で
口
か
ら

出
る
音
の

つ
な
が
り
、
語
呂
の
よ
さ
も
気
に
入
っ
た
様
子
で
、
最
後
に
脅
か

せ
た
感
怨
文
に
も
、
こ
の
あ
た
り
に
関
す
る
も
の
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。

グ
ル

ー
プ
分
け
の
こ
と
は
、
初
め
の
段
階
か
ら
少
し
づ
っ
話
し
て
き
た
の

で
す
が
四
時
間
目
く
ら
い
に
な
る
と
、
た
だ
朗
読
し
た
も
の
を
録
音
す
る
だ

け
で
な
く
、
効
果
を
高
め
る
た
め
に

J
音
H

を
入
れ
た
い
、
従
っ
て
音
響
を
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考
え
る
班
を
作
り
た
い
、
と
い
う
声
が
出
て
来
ま
し
た
。
結
局
、
古
文
、
現

代
語
訳
の
朗
読
班
に
そ
れ
ぞ
れ
音
響
班
が
で
き
、
全
体
を
四
班
に
分
け
る
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
生
徒
の
希
望
に
従

っ
て
グ

ル
ー
プ
に
分
け
て
み

る
と
、
古
文
班
が
多
い
と
い
う
偏
っ
た
編
成
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
(
一

通
り
解
説
も
訳
も
し
て
あ
る
後
で
し
た
が
、
現
代
語
訳
の
班
は
自
分
た
ち
で

台
本
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
、
古
文
の
班
に
人
気
が
出
た

の
で
す
〉
が
、
「
そ
の
ま
ま
や
り
た
い
」
と
の
強
い
要
望
が
あ
り
ま
し
た
の

で
、
人
数
-調
整
は
行
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

古
文
の
台
本
は
、
私
が
ざ
っ
と
作
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
充
分
な
検
討

を
せ
ず
に
台
本
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
読
む
長
さ
に
随
分
速
い
が
出
来
て

し
ま
い
ま
し
た
。
今
回
の
授
業
で
一
番
残
念
な
こ
と
を
し
た
、
と
思

っ
た
の

は
こ
の
点
で
す
。
も
う
少
し
工
夫
が
必
要
だ
っ
た
、
生
徒
に
考
え
さ
せ
る
こ

と
を
し
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
、
と
反
省
し
て
い
ま
す
。

古
文
の
台
本
は
こ
の
よ
う
に
こ
ち
ら
か
ら
与
え
て
し
ま
っ
た
の
で
、
現
代

語
訳
の
方
は
ど
う
し
よ
う
か
と
迷
っ
た
の
で
す
が
、
改
め
て
現
代
語
訳
班
の

生
徒
に
聞
い
て
み
ま
す
と
、
人
数
も
少
な
く
、
ま
と
ま
り
も
あ
り
、
古
文
の

台
本
を
も
と
に
自
分
た
ち
な
り
に
作

っ
て
み
た
い
と
い
う
の
で
、
そ
の
ま
ま
、

ま
か
せ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

音
を
出
し
な
が
ら
の
練
習
が
始
ま
る
と
、
現
代
語
訳
班
は
問
題
な
く
進
み

ま
し
た
が
、
古
文
班
は
難
航
し
ま
し
た
。
朗
読
班
の
読
み
が
あ
ま
り
に
た
ど

た
ど
し
い
の
で
、
準
備
を
し
て
来
て
い
る
音
響
の
班
が
あ
き
れ
て
怒
り
出
し

た
の
で
す
。
そ
こ
で
音
響
班
の
リ
ー
ダ
ー
に
音
頭
を
と
ら
せ
、
音
響
班
は
朗

読
班
が
気
分
の
出
る
よ
う
な
音
響
を
、
朗
読
涯
は
音
響
班
の
努
力
を
無
駄
に

し
な
い
よ
う
に
と
、
も
う
一
度
全
員
で
相
談
し
な
お
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、
朗
読
班
の
者
も
、
自
分
の
台
詞
の
な
い
と
き
は
音
響
を
手
伝
お
う
、
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
例
え
ば
、
合
戦
の
ト
キ
の
声
や
ど
よ
め
き
は
、

全
員
の
声
、
手
足
な
ど
で
表
現
す
る
と
い
っ
た
具
合
で
す
(
こ
れ
が
、
後
で

聞
い
て
み
る
と
、

お
も
し
ろ
い
効
果
を
挙
げ
て
い
ま
し
た
〉
。
こ
の
た
め
、

台
詞
の
少
な
い
者
も
手
あ
ち
無
沙
汰
が
解
消
し
、
全
員
が
参
加
し
て

い
る
、

と
い
う
自
覚
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

録
音
の
段
階
に
な
る
と
、
こ
ち
ら
が
口
を
出
す
こ
と
な
ど
何
も
な
い
く
ら

い
(
却

っ
て
、
「
後
で
び

っ
く
り
さ
せ
る
か
ら
見
に
来
な
い
で
」
な
ど
と
言

う
ほ
ど
)、

皆
が
積
極
的
に
進
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

古
文
班
は
予
定
の
時
間
内
に
録
音
を
終
え
た
の
で
す
が
、
現
代
語
訳
班
は
、

音
響
に
随
分
力
を
入
れ
て
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
気
に
し
て
い
た
の
で
、
放
課

後
放
送
室
に
残
っ
て
続
き
を
・
・

、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

五
時
過
ぎ
ま
で
か
か
っ
て
完
成
し
た
も
の
の
出
来
に
納
得
が
で
き
な
い
と
言

ぃ
、
翌
日
の
朝
七
時
半
か
ら
も
う
一
度
や
り
直
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
し

か
し
、
こ
の
時
は
テ

ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
の
ア
ク
シ
デ
ン
ト
の
た
め
録
音
で
き

ず
、
結
局
鑑
賞
会
の
時
、
現
代
語
訳
班
は
録
音
を
し
な
が
ら
発
表
を
し
ま
し

た
。
自
分
た
ち
の
テ

l
プ
を
聞
く
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
現
代
語
訳
班
は
、

春
休
み
に
な
っ
て
我
家
に
集
ま
り
鑑
賞
会
を
い
た
し
ま
し
た
。

- 18ー

鑑
賞
会
が
終
わ
っ
て
、
生
徒
に
、
内
容
に
つ
い
て
と
授
業
方
法
に
つ
い
て

の
感
想
文
を
書
か
せ
ま
し
た
。
内
容
に
関
し
て
は
、
小
宰
相
が
身
投
げ
を
す

る
こ
と
に
対
す
る
賛
否
両
論
(
特
に
乳
母
の
女
房
へ
告
白
し
て
い
た
部
分
に

関
す
る
も
の
が
多
い
〉
。
ま
た
、
乳
母
の
女
房
の
気
持
ち
に
共
感
を
持

っ
た

も
の
o

H

戦
u
が
、
「
い
つ
も
の
こ
と
」
で
か
た
づ
け
ら
れ
て
し
ま
う
時
代
に



つ
い
て
考
え
た
も
の

(
現
代
と
の
比
較
で
と
ら
え
た
も
の
も
い
た
〉
、

そ
し

て
、
戦
い
の
陰
で
、

一
番
悲
し
み
の
し
わ
ょ
せ
が
来
る
の
は
女
性
だ
、
と
訴

え
る
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。

授
業
方
法
に
つ
い
て
は
、
「
古
典
な
の
に
『
ム
ズ
カ
シ
イ
』
と
感
じ
な
い

で、

『
ス
ッ
』
と
作
品
の
世
界
に
入
る
こ
と
が
出
来
た
」
「
登
場
人
物
の
心
情

や
情
表
が
よ
く
わ
か
っ
た
」
「
何
度
も
読
む
か
ら
、
意
味
が
自
然
に
感
じ
ら

れ
た
」
「
音
響
を
考
え
る
た
め
に
情
景
を
い
ろ
い
ろ
に
想
像
し
た
。
す
る
と
、

古
い
は
ず
の
も
の
が
生
き
生
き
と
感
じ
ら
れ
た
」
「
次
は
読
み
手
を
や
っ
て

み
た
い
」
「
他
の
も
の
も
テ
l
プ
に
と
り
た
い
」
等
、

楽
し
か
っ
た
、
ク
ラ

ス
が
ま
と
ま
っ
て
よ
か
っ
た
、
と
い
う
感
想
を
得
ら
れ
ま
し
た
。

今
回
の
授
業
を
通
し
て
、
生
徒
た
ち
が
古
典
の
時
間
を
積
極
的
に
、
そ
し

て
楽
し
く
感
じ
て
く
れ
た
こ
と
は
、
今
ま
で
に
比
べ
る
と
、
大
き
な
進
歩
だ

と
思
い
ま
す
。
が
、今
回
生
徒
た
ち
が
、
「
お
も
し
ろ
い
」
「
楽
し
い
」
「
興
味

を
持

っ
た
」
と
感
じ
た
の
は
、
『
平
家
物
語
』
そ
の
も
の
よ
り
も
、
「テ
l
プ

に
録
音
す
る
」
「
自
分
た
ち
の
声
を
聞
く
」
と
い
う
点
に
、
多
く
あ
っ
た
の

で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
今
回
は
時
間
切
れ
で
、
テ
ー
プ
を
聞
く
と
こ
ろ
ま

で
で
学
年
が
終
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
彼
女
た
ち
が

「
お
も
し
ろ
い
/」

と
感
じ
た
後
、
再
び
授
業
を
持
っ
て
、
内
容
そ
の
も
の
を
も
う
少
し
丁
寧
に

教
え
、
そ
し
て
よ
り
深
く
物
語
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
文
法
が
必

要
な
の
だ
、
と
感
じ
さ
せ
る
時
間
に
で
き
た
ら
よ
か
っ
た
、
と
思
い
ま
し
た
。

お
わ
り

に

ま
だ
専
攻
科
の
学
生
の
頃
、

高
校
時
代
お
世
話
に
な
っ
た
先
生
が
、

教

師
に
は
、
大
道
芸
人
的
な
要
素
と
い
う
も
の
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
し

ら
」
と
お
っ

し
ゃ
っ
た
の
を
記
憶
し
て
い
ま
す
。
先
生
は
私
に
向
っ
て
で
は

な
く
、
半
ば
ひ
と
り
言
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

授
業
を
し
て
い
て
、
非
常
に
平
坦
な
、
自
分
が
も
し
聞
い
て
い
た
ら
退
屈

し
て
し
ま
う
よ
う
な
時
間
が
流
れ
て
い
る
の
に
気
付
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
私
の
声
が
、
生
徒
の
耳
に
入
っ
て
ゆ
か
な
い
、
入
っ
て
も
す
ぐ
に
通

り
す
ぎ
て
い
る
の
を
実
感
す
る
時
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
時
、
決
ま
っ
て
浮

ん
で
来
る
の
が
こ
の
言
葉
で
す
。
(
麹
町
学
園
女
子
高
等
学
校
)
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未

完

の

作

文

母
親
が
酒
乱
の
父
親
と
離
婚
し
た
と
い
う
家
庭
の
女
子
生
徒
が
、
そ

の
い
き
さ
つ
を
書
い
て
き
た
。
母
親
側
に
加
担
し
て
の
作
文
で
、
父
親

へ
の
憎
し
み
と
怒
り
の
言
辞
に
満
ち
て
い
る
。
作
文
と
し
て
は
ま
と
ま

っ
て
い
た
が
、
父
親
へ
の
批
判
が
一
方
的
な
の
で
二
、
三
度
の
書
き
直

し
を
さ
せ
た
。
そ
の
う
ち
、
父
親
の
悲
し
み
に
も
目
が
向
き
、
内
部
に

混
乱
が
生
じ
た
の
か
、
番
け
な
く
な
り
、
作
文
と
し
て
は
「
未
完
」
に

終
わ
っ
た
。

作
文
の
評
仰
は
む
ず
か
し
い
が
、

私
は
、
認
識
の
深
化
を
評
制
し

て
、
高

い

点

を

つ

け

た

。
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