
（ 1 ）

一
、
は
じ
め
に

（
一
）
百
人
一
首
へ
の
高
い
関
心
の
背
景

　

百
人
一
首
競
技
カ
ル
タ
に
か
け
る
高
校
生
の
青
春
を
描
い
た
漫
画
『
ち
は
や

ふ
る
』（
末
次
由
紀
、
講
談
社
）
が
女
性
ア
イ
ド
ル
を
主
役
と
し
て
実
写
映
画

化
（「
ち
は
や
ふ
る　

上
の
句
」
平
成
二
八
年
三
月
公
開
「
ち
は
や
ふ
る　

下

の
句
」
同
年
四
月
公
開
）
さ
れ
た
こ
と
を
追
い
風
に
小
中
高
生
を
中
心
に
百
人

一
首
へ
の
関
心
が
高
ま
り
競
技
か
る
た
へ
の
参
加
人
口
も
急
増
し
て
い
る
。

　

半
澤
敏
郎
に
よ
る
『
童
遊
文
化
史
』
第
二
巻
（
昭
和
五
六
年
六
月
、
東
京
書

籍
）
の
「
カ
ル
タ
」
の
章
冒
頭
に
「
歌
カ
ル
タ
」
と
し
て
百
人
一
首
が
掲
載
さ

れ
た
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
百
人
一
首
は
「
歌
カ
ル
タ
」
の
一
種
と
し
て
児
童

文
化
財
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
側
面
を
持
つ
。
英
国
で
は
マ
ザ
ー
グ
ー
ス
の
伝
統

音
読
・
暗
誦
さ
れ
る
児
童
文
化
財

│ 

百
人
一
首
カ
ル
タ
考 

│
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要
旨
：

　

百
人
一
首
競
技
カ
ル
タ
の
隆
盛
を
背
景
に
、
近
年
漫
画
・
映
画
に
お
い
て
も
そ
の
様
子
が
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
半
澤
敏
郎
に
よ
る
『
童
遊
文
化
史
』「
カ
ル
タ
」
の
章

に
「
歌
カ
ル
タ
」
と
し
て
百
人
一
首
が
、「
い
ろ
は
譬
カ
ル
タ
」
が
掲
載
さ
れ
た
よ
う
に
両
者
は
伝
統
的
な
児
童
文
化
財
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　

明
治
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
子
ど
も
が
カ
ル
タ
で
遊
ぶ
場
面
三
例
を
概
観
す
る
と
、
中
勘
助
の
作
品
『
銀
の
匙
』
に
は
、
音
声
と
し
て
、
歌
を
家
族
に
よ
る
口
移
し
で

誦
む
場
面
、絵
札
に
よ
っ
て
そ
の
言
葉
が
持
つ
意
味
イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
る
場
面
が
描
か
れ
、子
ど
も
の
想
像
力
が
家
庭
教
育
で
涵
養
さ
れ
る
様
が
示
さ
れ
た
。百
人
一
首
は
小
・

中
・
高
と
高
学
年
に
な
る
ほ
ど
遊
ぶ
楽
し
さ
か
ら
離
れ
、「
難
し
い
」「
つ
ま
ら
な
い
」
も
の
へ
と
変
貌
す
る
傾
向
が
あ
り
、
遊
び
の
前
提
で
あ
る
百
の
和
歌
を
暗
誦
す
る
こ
と
、

遊
ぶ
際
に
も
読
み
札
が
読
ま
れ
る
音
を
聞
い
て
取
り
札
を
取
る
こ
と
、
と
い
う
複
雑
な
過
程
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
児
童
文
化
財
と
し
て
継
承
さ
れ
て
き
た
要
因
と
し
て
、

絵
本
の
読
み
聞
か
せ
に
通
じ
る
音
読
の
効
果
が
挙
げ
ら
れ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
百
人
一
首
カ
ル
タ　

児
童
文
化
財　

音
読　

文
学
作
品

研
究
ノ
ー
ト
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を
背
景
に
、
良
い
子
ど
も
の
た
め
の
詩
の
条
件
と
し
て
ハ
ー
バ
ー
ド
・
リ
ー
ド

の
指
摘
に
よ
る
「
マ
ジ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
」（
瀬
田
貞
二
著
『
幼

い
子
の
文
学
』
中
公
新
書
、
昭
和
五
五
年
）
の
有
無
が
議
論
さ
れ
て
き
た
が
、

音
声
と
し
て
、
歌
を
家
族
に
よ
る
口
移
し
で
読
む
こ
と
（
口
誦
文
芸
的
側
面
）、

絵
札
に
よ
っ
て
そ
の
言
葉
が
持
つ
意
味
イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
百

人
一
首
を
子
ど
も
が
覚
え
る
過
程
は
、
絵
本
の
読
解
に
も
つ
な
が
る
聴
覚
と
視

覚
を
用
い
た
子
ど
も
に
よ
る
文
芸
理
解
の
初
期
段
階
に
重
な
る
と
考
え
ら
れ

る
。
本
論
は
、
文
学
に
描
か
れ
た
百
人
一
首
カ
ル
タ
の
児
童
文
化
財
と
し
て
の

側
面
に
照
射
し
そ
の
位
置
づ
け
を
考
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
二
）
文
学
や
漫
画
に
描
か
れ
た
百
人
一
首
カ
ル
タ

　

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
各
種
文
学
・
漫
画
作
品
の
モ
チ
ー
フ
に
取
り
上
げ
ら

れ
た
百
人
一
首
カ
ル
タ
一
覧
を
次
に
示
す
。
但
し
注
釈
書
及
び
百
人
一
首
の
続

編
「
異
種
百
人
一
首
」、
パ
ロ
デ
ィ
作
品
は
除
い
た
。

【
古
典
落
語
】

初
代
桂
文
治
「
ち
は
や
ふ
る
」
安
永
五
年

初
代
桂
文
治
「
崇
徳
院
」
詳
細
な
成
立
年
不
明

【
小
説
】

尾
崎
紅
葉
「
金
色
夜
叉
」
明
治
三
〇
年
一
月
〜
明
治
三
五
年
五
月
（
初
出
『
読

売
新
聞
』）

石
川
啄
木
「
鳥
影
」
明
治
四
一
年
一
一
月
〜
同
年
一
二
月
（
初
出
『
東
京
毎

日
新
聞
』）

田
山
花
袋
「
田
舎
教
師
」
明
治
四
二
年
初
版
発
行

永
井
荷
風
「
見
果
て
ぬ
夢
」
明
治
四
三
年
一
月
（
初
出
『
中
央
公
論
』）

中
勘
助
「
銀
の
匙
」
大
正
二
年
四
月
〜
同
年
六
月
（
初
出
『
東
京
朝
日
新
聞
』）

夏
目
漱
石
「
こ
ゝ
ろ
」
大
正
三
年
四
月
〜
同
年
八
月
（
初
出
『
朝
日
新
聞
』）

堀
辰
雄
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
昭
和
一
四
年
初
版
発
行

丹
羽
文
雄
「
青
麦
」
昭
和
二
八
年
初
版
発
行

石
川
達
三
「
悪
の
愉
し
さ
」
昭
和
二
九
年
初
版
発
行

伊
藤
整
「
若
い
詩
人
の
肖
像
」
昭
和
三
一
年
初
版
発
行

大
岡
昇
平
「
花
影
」
昭
和
三
六
年
初
版
発
行

三
島
由
紀
夫
「
午
後
の
曳
航
」
昭
和
三
八
年
初
版
発
行

【
推
理
小
説
】

山
村
美
紗
「
百
人
一
首
殺
人
事
件
」
昭
和
五
三
年
初
版
発
行

横
溝
正
史
「
小
倉
百
人
一
首
」（
人
形
佐
七
捕
物
帳
シ
リ
ー
ズ
）
昭
和
五
九

年
初
版
発
行

斎
藤
栄
「
女
子
大
生
短
歌
殺
人
事
件
」
昭
和
五
九
年
初
版
発
行

山
村
美
紗
「
紫
式
部
殺
人
事
件
」
昭
和
六
二
年
初
版
発
行

内
田
康
夫
「
歌
枕
殺
人
事
件
」
平
成
二
年
初
版
発
行

高
田
崇
史
「
六
歌
仙
の
暗
号
」
平
成
一
一
年
初
版
発
行

【
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
】

新
井
素
子
「
通
り
す
が
り
の
レ
イ
デ
ィ
」
昭
和
五
七
年
初
版
発
行

【
漫
画
】

大
和
和
紀
「
は
い
か
ら
さ
ん
が
通
る
」
昭
和
五
〇
年
第
一
巻
初
版
発
行

藤
原
栄
子
「
う
わ
さ
の
姫
子
」
昭
和
五
〇
年
第
一
巻
初
版
発
行

山
本
鈴
美
香
「
エ
ー
ス
を
ね
ら
え
！
」
昭
和
五
三
年
第
一
巻
初
版
発
行

魔
夜
峰
央
「
パ
タ
リ
ロ
！
」
昭
和
五
六
年
第
一
巻
初
版
発
行

里
中
満
智
子
「
ア
リ
エ
ス
の
乙
女
た
ち
」
昭
和
五
八
年
第
一
集
初
版
発
行

北
条
司
「
シ
テ
ィ
ー
ハ
ン
タ
ー
」
昭
和
六
二
年
第
一
巻
初
版
発
行

室
山
ま
ゆ
み
「
ど
ろ
ろ
ん
ぱ
っ
！
」
平
成
元
年
第
一
巻
初
版
発
行
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片
山
愁
「
あ
や
か
し
歌
姫
か
る
た
」
平
成
一
一
年
第
一
巻
初
版
発
行

末
次
由
紀
「
ち
は
や
ふ
る
」
平
成
二
〇
年
第
一
巻
初
版
発
行

杉
田
圭
「
う
た
恋
い
。」
平
成
二
二
年
第
一
巻
初
版
発
行

二
、
百
人
一
首
カ
ル
タ
概
要

（
一
）
百
人
一
首
の
歴
史
的
背
景

　

成
立
に
関
す
る
諸
説
）
1
（

即
ち
、
①
藤
原
定
家
が
自
ら
撰
ん
だ
と
い
う
説
②
蓮
生

が
撰
歌
し
て
、
定
家
に
書
写
さ
せ
た
と
い
う
説
③
宗
祇
が
実
際
撰
歌
し
、
そ
れ

を
定
家
が
撰
ん
だ
如
く
装
っ
た
と
い
う
説
は
、
昭
和
に
六
年
に
宮
内
庁
書
陵
部

蔵
『
百
人
秀
歌
』
の
紹
介
に
よ
っ
て
、
①
説
が
有
力
と
な
っ
た
。
中
世
期
以
降
、

注
釈
書
が
出
版
さ
れ
、
近
世
期
以
降
は
版
本
の
大
量
出
版
に
伴
い
、
古
典
歌
鑑

賞
、
書
道
手
本
等
女
子
教
養
書
と
し
て
「
絵
入
百
人
一
首
」
が
広
く
流
布
し
た
）
2
（

。

　

百
人
一
首
カ
ル
タ
と
し
て
は
、「
近
世
に
お
け
る
か
る
た
は
、
上
の
句
札
と

下
の
句
札
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
」
が
特
徴
的
で
あ
り
、「
歌
を
完
璧
に
記
憶

し
て
い
な
け
れ
ば
、（
中
略
）
読
み
手
に
し
て
も
下
の
句
ま
で
読
め
な
い
わ
け

で
あ
る
。そ
の
た
め
に
か
る
た
に
は
、小
型
の
百
人
一
首
絵
入
り
版
本
（
添
本
・

読
本
）
が
添
え
ら
れ
て
い
た
）
3
（

」
と
い
う
。
明
治
三
七
年
、
平
仮
名
の
活
字
を
用

い
た
標
準
か
る
た
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
東
京
か
る
た
会
と
い
う
競
技

か
る
た
団
体
が
誕
生
し
た
。
そ
の
構
成
員
は
男
性
で
あ
っ
た
。

（
二
）
児
童
文
化
財
と
し
て
の
百
人
一
首
か
る
た
の
歴
史
的
背
景

　

百
人
一
首
カ
ル
タ
を
遊
び
の
一
つ
と
し
て
捉
え
た
民
俗
学
的
研
究
成
果
と
し

て
ま
と
め
ら
れ
た
前
掲
書
『
童
遊
文
化
史
』
の
内
容
を
ま
と
め
る
と
天
保
四
年

刊
伊
勢
貞
丈
『
貞
丈
雑
記
』
に
「
歌
か
る
た
と
い
ふ
物
は
古
な
し　

近
代
出
来

た
る
物
也　

本
は
貝
お
ほ
ひ
の
貝
よ
り
思
ひ
よ
り
て
作
り
た
る
故　

本
名
を
ば

歌
貝
と
云
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
貝
お
ほ
ひ
」「
歌
貝
」
を
元
と
す
る
説
が
有

力
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
歌
カ
ル
タ
」
と
は
百
人
一
首
以
外
に
も
「
伊
勢
物
語

絵
入
り
歌
カ
ル
タ
」
等
、「
歌
で
も
っ
て
内
容
構
成
し
た
カ
ル
タ
」
で
あ
り
「
古

典
歌
を
教
養
の
一
つ
と
し
て
覚
え
る
た
め
に
創
作
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
る
。「
小

倉
百
人
一
首
カ
ル
タ
が
最
も
一
般
大
衆
化
さ
れ
た
歌
カ
ル
タ
と
し
て
行
わ
れ
て

き
た
」
こ
と
を
背
景
に
「
歌
カ
ル
タ
の
代
名
詞
的
存
在
と
し
て
今
日
に
至
っ
て

い
る
」
こ
と
に
異
論
は
な
い
。

　

カ
ル
タ
と
い
う
名
称
は
室
町
時
代
末
期
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
南
蛮
人

（
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
・
ス
ペ
イ
ン
人
）
の
渡
来
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
紙
に
書

き
つ
け
た
、
英
語
のchart

とcard

に
当
た
る
と
い
う
。
つ
ま
り
貝
がchart

ま
た
はcard

に
代
わ
り
、「
歌
カ
ル
タ
」
が
生
ま
れ
た
と
言
わ
れ
る
。

　

近
世
女
子
教
養
教
育
を
背
景
に
一
般
大
衆
化
さ
れ
た
百
人
一
首
カ
ル
タ
が
児

童
文
化
財
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
要
因
と
し
て
、
い
ろ
は
カ
ル
タ
の
存
在
が

挙
げ
ら
れ
る
。

三
、
子
ど
も
に
よ
る
カ
ル
タ
受
容
の
概
要

（
一
）
児
童
文
化
財
と
し
て
文
学
作
品
に
描
か
れ
た
カ
ル
タ

　

明
治
期
・
大
正
期
・
昭
和
初
期
の
子
ど
も
時
代
を
綴
っ
た
自
伝
的
文
学
作

品
・
記
録
・
随
筆
に
お
い
て
両
者
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
き
た
の
か
、
次
に

確
認
す
る
。

① 

明
治
一
八
年
生
ま
れ
の
著
者
が
自
ら
の
子
ど
も
時
代
を
描
い
た
自
伝
的
小

説
、
中
勘
助
著
「
銀
の
匙
」
大
正
二
年
四
月
〜
同
年
六
月
（
初
出
『
東
京
朝

日
新
聞
』）
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伯
母
さ
ん
は
ま
た
百
人
一
首
の
歌
を
す
つ
か
り
そ
ら
ん
じ
て
ゐ
て
、
床

へ
は
ひ
つ
て
か
ら
一
流
の
も
の
さ
び
し
い
節
を
つ
け
て
一
晩
に
一
首
二
首

と
根
気
よ
く
お
ぼ
え
さ
せ
た
。
伯
母
さ
ん
が

「
た
ち
わ
か
れ
」

と
い
ふ
。
私
が

「
た
ち
わ
か
れ
」

と
あ
と
を
つ
く
。

「
い
な
ば
の
や
ま
の
」

「
い
な
ば
の
や
ま
の
」

「
み
ね
に
お
ふ
る
」

「
み
ね
に
お
ふ
る
」

　

そ
ん
な
に
し
て
る
う
ち
に
い
つ
か
寝
入
つ
て
し
ま
ふ
。
よ
く
お
ぼ
え
た

と
き
は

「
あ
し
た
御
褒
美
を
あ
げ
る
に
ま
あ
ね
る
だ
よ
」

と
い
つ
て
叩
き
つ
け
て
ね
せ
て
く
れ
る
。
私
が
歌
を
は
や
く
お
ぼ
え
る
の

を
た
い
へ
ん
な
え
ら
い
子
で
も
あ
る
か
の
や
う
に
思
つ
て
伯
母
さ
ん
は
明

る
日
母
な
ど
に

「
ゆ
ん
べ
は
ふ
た
あ
つ
も
ぢ
つ
き
に
お
ぼ
え
た
」

な
ぞ
と
自
慢
ら
し
く
話
し
た
り
し
た
。
私
は
わ
か
ら
ぬ
な
が
ら
も
歌
の
な

か
の
知
つ
て
る
言
葉
だ
け
を
と
り
あ
つ
め
て
朧
げ
に
一
首
の
意
味
を
想
像

し
、
そ
れ
に
よ
み
声
か
ら
く
る
感
じ
を
そ
へ
て
深
い
感
興
を
催
し
て
ゐ

た
。
そ
の
じ
ぶ
ん
私
は
古
い
歌
が
る
た
を
も
つ
て
た
が
、
そ
れ
に
は
一
枚

の
ふ
だ
の
な
か
に
歌
と
歌
に
あ
は
せ
た
絵
が
か
い
て
あ
つ
て
、
け
ば
だ
つ

て
消
え
か
か
つ
て
は
ゐ
た
け
れ
ど
そ
れ
で
も
松
に
雪
の
ふ
り
つ
も
つ
て
る

と
こ
ろ
や
、
紅
葉
の
し
た
に
鹿
の
立
つ
て
る
と
こ
ろ
な
ど
ぼ
ん
や
り
と
見

わ
け
ら
れ
た
。
ま
た
百
人
一
首
の
綴
ぢ
本
も
あ
つ
た
。
歌
の
好
き
嫌
ひ
は

か
る
た
の
絵
と
よ
み
人
の
姿
、
顔
か
た
ち
に
よ
つ
て
も
き
め
ら
れ
る
。
好

き
な
歌
は
末
の
松
山
の
歌
、
淡
路
し
ま
の
う
た
、
大
江
山
の
歌
な
ど
。
末

の
松
山
の
う
た
は
私
の
耳
に
い
ひ
し
ら
ぬ
柔
な
も
の
さ
び
し
い
響
き
を
つ

た
へ
て
、
か
る
た
の
絵
に
は
松
の
浜
に
美
し
く
波
が
よ
せ
て
ゐ
た
。
淡
路

島
の
歌
は
涙
を
さ
そ
ふ
。
海
の
う
へ
を
舟
が
ゆ
き
、
千
鳥
が
飛
ん
で
ゆ
く
。

大
江
山
の
歌
を
き
け
ば
お
姫
様
が
鬼
に
と
ら
れ
て
そ
の
山
奥
へ
つ
れ
ら
れ

て
ゆ
く
草
双
紙
の
話
を
思
ひ
だ
さ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
。
僧
正
遍
照

や
前
大
僧
正
行
尊
な
ど
と
い
ふ
皺
く
ち
や
の
坊
さ
ん
は
大
嫌
ひ
だ
つ
た
が

蝉
丸
だ
け
は
名
ま
へ
か
ら
も
可
愛
か
つ
た
。

（「
前
篇
十
八
」『
中
勘
助
全
集
』
第
一
巻
、
岩
波
書
店
、
平
成
元
年
）

　

お
医
者
様
の
す
す
め
に
し
た
が
つ
て
と
か
く
弱
り
が
ち
で
あ
つ
た
母
と

私
の
健
康
の
た
め
に
父
は
二
人
を
つ
れ
て
あ
る
海
岸
へ
ゆ
く
こ
と
に
な
つ

た
。
行
く
路
す
が
ら
そ
れ
ま
で
歌
が
る
た
の
絵
や
粉
本
な
ど
で
み
て
子
供

心
に
あ
こ
が
れ
て
た
自
然
が
そ
の
ま
ま
目
の
ま
へ
に
あ
ら
は
れ
て
く
る
の

を
み
て
私
は
む
し
や
う
に
喜
ん
だ
。

（「
前
篇
三
十
九
」『
中
勘
助
全
集
』
第
一
巻
、
岩
波
書
店
、
平
成
元
年
）

② 
明
治
三
一
年
生
ま
れ
の
商
家
の
息
子
か
ら
聞
き
書
き
し
た
室
内
遊
び
の
記
録

よ
り
（
出
典　

藤
本
浩
之
輔
著
『
聞
き
書
き
明
治
の
子
ど
も
』
本
邦
書
籍
、

昭
和
六
一
年
、
収
録
「
船
場
の
記
録
少
年　

牧
村
史
陽
さ
ん
の
話
」）

　

小
学
校
時
代
で
記
憶
に
あ
る
遊
び
と
い
う
の
は
「
ど
ん
ど
ん
」
て
い
う

ま
り
当
て
で
す
な
。（
中
略
）
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わ
た
し
は
、
も
う
ス
ポ
ー
ツ
は
き
ら
い
で
、
外
で
遊
ぶ
よ
り
家
で
遊
ぶ

こ
と
が
多
か
っ
た
ん
で
す
。
友
だ
ち
が
家
へ
遊
び
に
来
た
り
、
妹
た
ち
と

遊
ん
だ
り
…
…
。

　

カ
ル
タ
は
、「
百
人
一
首
」
や
「
い
ろ
は
カ
ル
タ
」
を
や
り
ま
し
た
。

大
阪
の
カ
ル
タ
は
ね
、「
石
の
上
に
も
三
年
」
と
い
う
の
で
し
た
が
、
日

露
戦
争
を
境
に
し
て
「
犬
も
歩
け
ば
棒
に
あ
た
る
」、
つ
ま
り
「
犬
棒
カ

ル
タ
」
に
変
わ
っ
て
き
た
わ
け
で
す
な
。
そ
れ
ま
で
の
大
阪
の
カ
ル
タ
は
、

い
わ
ゆ
る
ザ
ラ
紙
の
大
き
い
一
枚
に
印
刷
し
て
あ
っ
て
、
そ
れ
を
切
っ
て

カ
ル
タ
を
作
っ
た
。
そ
れ
が
、
一
枚
ず
つ
に
印
刷
し
て
あ
る
東
京
式
の
立

派
な
も
ん
に
変
っ
た
ん
で
す
。
え
え
、
え
え
、
大
阪
式
の
は
薄
い
紙
だ
っ

た
で
す
。 
（「
妹
た
ち
と
室
内
遊
び
」
一
七
九
頁
）

③ 

昭
和
二
年
生
ま
れ
の
著
者
が
富
津
市
で
過
ご
し
た
子
ど
も
時
代
の
遊
び
に
つ

い
て
回
想
し
た
随
筆
作
品
よ
り
（
出
典　

中
嶋
清
一
著
『
こ
ど
も
歳
時
記
』

夢
工
房
、
平
成
元
年
）

「
い
ぬ
も　

あ
る
け
ば　

ぼ
う
に
あ
た
る
」

「
ろ
ん
よ
り　

し
ょ
う
こ
」

「
は
な
よ
り　

だ
ん
ご
」

　

こ
れ
は
「
い
ろ
は
か
る
た
」
で
、
遊
び
方
は
一
人
が
読
み
札
を
読
む
と
、

そ
の
頭
文
字
の
「
い
」「
ろ
」「
は
」
だ
け
印
刷
さ
れ
た
取
り
札
を
、
み
ん

な
で
競
っ
て
取
る
。
子
ど
も
の
頃
は
、
か
る
た
を
文
字
で
取
る
よ
り
も
、

取
り
札
に
書
か
れ
て
い
る
面
白
い
絵
を
お
ぼ
え
、
そ
の
絵
を
見
て
取
る
方

が
多
か
っ
た
。

　

わ
か
ら
な
い
こ
と
ば
も
あ
っ
た
。「
わ
れ
な
べ
に
と
じ
ぶ
た
」
と
か
「
つ

き
よ
に
か
ま
を
ぬ
く
」
と
い
う
の
が
あ
っ
た
。「
わ
れ
な
べ
」
の
絵
札
は

割
れ
た
鍋
で
な
く
、
ふ
ち
の
か
け
た
鍋
で
、「
と
じ
ぶ
た
」
は
閉
じ
蓋
で

な
く
、
綴
じ
蓋
で
修
理
し
た
蓋
の
こ
と
で
、
似
合
い
の
物
の
取
り
合
わ
せ

の
意
で
あ
り
、「
か
ま
を
ぬ
く
」
は
「
ぬ
か
れ
る
」「
と
ら
れ
る
」
こ
と
で
、

闇
夜
な
ら
ま
だ
し
も
、
月
夜
に
大
事
な
釜
を
ぬ
か
れ
る
ほ
ど
間
抜
け
の
意

味
だ
と
教
え
ら
れ
た
。

　
「
か
る
た
」
は
、
暮
に
な
る
と
駄
菓
子
屋
の
店
先
に
並
べ
売
ら
れ
て
い

た
。
年
賀
の
客
か
ら
お
年
玉
を
貰
っ
て
し
ま
う
と
、
客
の
座
敷
を
避
け
て

陽
の
当
た
る
縁
先
な
ど
で
、
年
賀
に
き
た
客
の
子
ど
も
や
、
兄
弟
姉
妹
な

ど
と
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
夢
中
で
、
か
る
た
と
り
を
や
っ
た
。
取
り
札
を

一
番
多
く
取
っ
た
者
が
勝
ち
だ
っ
た
。
か
る
た
遊
び
は
正
月
の
遊
び
で

あ
っ
た
。 

（「
か
る
た
・
す
ご
ろ
く
」
一
四
〜
一
五
頁
）

　

昔
か
ら
、
君
津
市
久
留
里
地
方
は
城
下
町
と
い
う
土
地
柄
の
せ
い
か

「
百
人
一
首
」
遊
び
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
正
月
に
な
る
と
、
宿
も
ち
ま
わ

り
で
二
十
日
正
月
頃
ま
で
、
毎
日
毎
日
年
寄
り
も
子
ど
も
も
宿
に
集
ま

り
、
座
敷
中
に
札
を
ば
ら
ま
き
、
と
り
っ
こ
を
し
た
。
あ
き
る
と
「
坊
主

め
く
り
」
を
し
た
。

　

百
人
一
首
カ
ル
タ
に
は
絵
の
あ
る
も
の
と
な
い
も
の
と
が
あ
る
。
読
札

に
絵
が
入
っ
て
い
る
の
は
、
読
人
の
肖
像
は
男
六
十
六
、
姫
二
十
一
、
坊

主
十
三
と
な
っ
て
い
る
。

　

円
座
を
組
み
、
円
の
中
央
に
絵
札
を
裏
に
し
て
積
み
上
げ
、
回
り
順
、

取
り
順
を
決
め
て
始
め
る
。
め
く
る
人
は
一
番
上
の
札
を
め
く
り
、
皆
に

見
せ
る
。
男
と
姫
の
絵
な
ら
ば
手
元
に
置
き
、
坊
主
だ
と
絵
を
上
に
し
て

捨
て
る
。
二
回
、
三
回
と
回
っ
て
く
る
が
、
坊
主
絵
に
当
た
る
と
手
許マ

マ

の
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札
を
い
っ
し
ょ
に
出
す
。
次
の
者
は
男
絵
、
次
も
男
絵
、
何
番
目
か
に
姫

絵
が
出
る
と
、
姫
絵
を
当
て
た
者
が
坊
主
と
い
っ
し
ょ
に
投
げ
出
さ
れ
て

い
る
札
全
部
を
取
る
。
こ
う
し
て
、
百
枚
の
札
が
め
く
り
終
る
ま
で
つ
づ

け
ら
れ
る
。
最
後
に
各
自
持
っ
て
い
る
手
元
の
取
り
札
を
数
え
、
多
い
者

が
勝
ち
の
順
を
決
め
る
。

　

勝
っ
て
い
る
と
ひ
そ
か
に
心
中
考
え
て
い
て
も
、
最
後
に
一
枚
残
っ
た

札
が
坊
主
絵
で
、
せ
っ
か
く
集
め
た
札
全
部
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
残
念
さ
、
無
念
さ
が
残
る
「
坊
主
め
く
り
」
の
は
な
し
。

（「
坊
主
め
く
り
」
一
七
頁
）

　

①
に
は
一
、（
一
）
で
指
摘
し
た
、「
音
声
と
し
て
、
歌
を
家
族
に
よ
る
口
移

し
で
誦
む
こ
と
（
口
誦
文
芸
的
側
面
）、
絵
札
に
よ
っ
て
そ
の
言
葉
が
持
つ
意

味
イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
る
こ
と
」
の
具
体
的
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
実

際
の
自
然
と
絵
札
の
絵
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
合
わ
せ
て
世
界
を
認
識
し
て
い
る

様
子
が
描
か
れ
た
。

　

②
・
③
の
作
品
で
は
、「
百
人
一
首
」
と
「
い
ろ
は
カ
ル
タ
」
は
分
け
て
扱

わ
れ
て
い
る
。
共
に
家
庭
内
、
広
く
は
地
域
に
お
い
て
対
象
年
齢
を
あ
ま
り
特

定
し
な
い
で
遊
べ
る
児
童
文
化
財
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
様
子
が
描
か
れ
て

い
る
。「
百
人
一
首
」
に
つ
い
て
は
、③
に
「
年
寄
り
も
子
ど
も
も
宿
に
集
ま
り
」

と
あ
り
、
世
代
を
超
え
て
遊
ぶ
「
城
下
町
と
い
う
土
地
柄
」
に
基
づ
く
教
養
教

育
の
一
環
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
示
さ
れ
た
「
坊
主
め
く
り
」
の
遊
び
方
も
好

ま
れ
た
と
描
写
さ
れ
た
。

（
二
）「
百
人
一
首
」
暗
誦
の
家
庭
教
育
と
し
て
の
側
面

　

斎
藤
孝
は
著
書
『
声
に
出
し
て
読
み
た
い
日
本
語
』（
全
三
巻
）
の
中
で
田

村
将
軍
堂
「
小
倉
百
人
一
首
」
を
各
巻
（『
声
に
出
し
て
読
み
た
い
日
本
語
』

八
首
・
第
二
巻
七
首
・
第
三
巻
八
首
）
に
収
録
し
、
次
の
よ
う
な
解
説
を
加
え

て
い
る
。

　

小
倉
百
人
一
首
は
今
も
日
本
語
の
暗
誦
メ
ニ
ュ
ー
と
し
て
横
綱
級
だ
ろ

う
。
百
に
絞
ら
れ
て
い
る
点
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
カ
ル
タ
に
な
っ
て
い

る
こ
と
が
大
き
い
。
昭
和
三
十
年
代
ま
で
は
家
族
で
正
月
に
百
人
一
首
カ

ル
タ
で
遊
ぶ
の
は
よ
く
あ
る
光
景
だ
っ
た
。
ち
な
み
に
今
で
も
坊
主
め
く

り
の
ス
タ
ー
は
蝉
丸
（
頭
が
隠
れ
て
い
る
坊
主
）
の
よ
う
だ
。

（『
声
に
出
し
て
読
み
た
い
日
本
語
』
草
思
社
、
平
成
一
三
年
）

　

庶
民
が
『
百
人
一
首
』
を
暗
誦
し
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た
。
眠
り
に
落

ち
る
間
際
に
話
さ
れ
た
言
葉
は
脳
の
奥
深
く
に
届
く
気
が
す
る
。
子
ど
も

は
眠
る
ま
で
く
り
返
し
同
じ
絵
本
を
読
ん
で
も
ら
う
の
が
好
き
だ
。
あ
ま

り
に
話
が
面
白
い
と
眠
れ
な
い
。
定
番
が
入
眠
メ
ニ
ュ
ー
に
は
適
し
て
い

る
。
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
言
葉
が
混
じ
っ
て
い
る
ほ
う
が
面
白
い
。

ぼ
や
け
た
頭
の
中
で
想
像
力
が
働
き
、
意
識
的
に
は
想
像
で
き
な
い
イ

メ
ー
ジ
が
夢
の
よ
う
に
湧
き
あ
が
る
か
ら
だ
。
誤
解
も
ま
た
楽
し
い
。
言

葉
に
よ
っ
て
映
像
が
頭
に
浮
か
ん
で
く
る
。
こ
れ
は
じ
つ
に
人
間
ら
し
い

想
像
力
だ
。
中
勘
助
の
『
銀
の
匙
』（
二
〇
五
頁
を
参
照
）
に
は
、
伯
母

さ
ん
か
ら
寝
床
で
『
百
人
一
首
』
を
口
移
し
に
教
わ
る
場
面
が
出
て
く
る

（
次
頁
を
参
照
）
が
、
や
は
り
蝉
丸
は
名
前
か
ら
し
て
強
い
。

（『
声
に
出
し
て
読
み
た
い
日
本
語
２

』
草
思
社
、
平
成
一
四
年
）

　

斎
藤
は
三
、（
一
）
①
で
取
り
上
げ
た
中
勘
助
の
『
銀
の
匙
』「
前
篇
十
八
」
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の
場
面
を
例
に
、
子
ど
も
に
と
っ
て
の
入
眠
時
の
百
人
一
首
暗
誦
と
絵
本
読
み

聞
か
せ
と
の
類
似
点
を
、
言
葉
↓
映
像
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
想
像
力
に
あ
る
と
指

摘
し
た
。

　

で
は
、
子
ど
も
が
百
人
一
首
暗
誦
と
絵
本
読
み
聞
か
せ
を
と
の
類
似
点
を
ど

の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
の
か
、
を
示
す
例
と
し
て
、
中
勘
助
が
自
身
の
子
ど

も
時
代
を
回
顧
し
た
随
筆
「
花
さ
か
爺
」
を
次
に
示
す
。

　

ま
っ
た
く
奇
異
で
も
あ
り
不
幸
で
も
あ
る
こ
の
私
の
生
涯
も
そ
の
最
初

の
一
頁
は
世
間
な
み
に
「
花
さ
か
爺
」
か
ら
は
じ
ま
る
。
ず
っ
と
若
い
読

者
の
た
め
に
老
婆
心
の
蛇
足
を
そ
へ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
そ
の
じ
ぶ
ん
の

子
供
の
誰
も
が
危
な
げ
な
足
も
と
を
し
て
ま
づ
く
ぐ
る
第
一
の
童
話
の
門

だ
つ
た
の
で
あ
る
。
ト
ラ
ン
プ
の
札
を
ひ
と
ま
は
り
大
き
く
し
た
ぐ
ら
ゐ

の
本
の
、
表
紙
に
だ
け
わ
り
あ
ひ
い
い
和
紙
を
使
つ
て
子
供
の
眼
を
よ
ろ

こ
ば
す
や
う
な
色
ず
り
に
し
、
な
か
は
紙
と
は
名
ば
か
り
の
粗
悪
な
の
に

木
版
で
す
つ
て
あ
る
の
だ
が
、
挿
絵
が
粗
末
な
ば
か
り
で
な
く
絵
と
き
の

字
が
草
双
紙
の
そ
れ
と
お
な
じ
古
風
な
も
の
な
の
で
学
校
へ
あ
が
つ
て
か

ら
で
も
ろ
く
に
読
め
は
し
な
か
つ
た
。
浅
葱
の
大
黒
頭
巾
を
か
ぶ
つ
た
花

さ
か
爺
が
笊
を
小
腋
に
抱
へ
て
灰
を
ま
け
ば
正
直
の
報
い
忽
に
現
は
れ
て

枯
木
に
爛
漫
と
花
が
さ
い
て
ゐ
る
。
め
で
た
し　

め
で
た
し　

は
い
い
と

し
て
爺
さ
ん
の
唇
が
紅
を
さ
し
た
み
た
い
に
赤
く
て
皺
く
ち
や
な
顔
が
へ

ん
に
若
く
見
え
る
。
仮
に
周
囲
と
の
関
係
の
無
事
安
穏
を
幸
福
と
い
ふ
な

ら
ば
、
子
供
の
身
に
な
つ
て
み
れ
ば
そ
れ
相
応
の
不
満
も
あ
ら
う
け
れ
ど

も
幼
弱
無
智
な
者
と
し
て
何
事
も
寛
容
さ
れ
、
い
は
ゆ
る
子
供
扱
ひ
に
さ

れ
る
こ
の
童
話
時
代
が
い
ち
ば
ん
幸
福
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
殊
に
私

は
生
来
虚
弱
で
智
慧
の
遅
い
子
と
見
ら
れ
。
子
煩
悩
で
絵
と
き
の
上
手
な

伯
母
さ
ん
が
世
話
を
し
て
く
れ
た
の
だ
か
ら
そ
の
種
の
幸
福
に
つ
い
て
は

最
も
恵
ま
れ
た
は
ず
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
運
命
は
な
か
な
か
さ
う
簡
単
に

幸
福
を
授
け
て
は
く
れ
な
か
つ
た
。（
中
略
）

　

私
は
古
い
歌
ガ
ル
タ
を
も
つ
て
ゐ
た
。
そ
れ
は
た
く
さ
ん
札
が
な
く
な

つ
て
役
に
立
た
な
い
た
め
カ
ル
タ
と
り
の
お
仲
間
に
な
れ
な
い
私
の
専
用

に
な
つ
た
も
の
で
、
字
の
よ
め
な
い
私
は
そ
こ
に
消
え
ぎ
え
に
残
つ
て
る

絵
で
と
る
の
だ
つ
た
。
と
い
つ
て
も
歌
も
数
へ
る
ほ
ど
し
か
知
ら
な
い
の

だ
か
ら
五
枚
か
七
枚
も
と
れ
た
ら
う
か
。
大
抵
は
伯
母
さ
ん
相
手
に
、
時

を
り
は
上
の
姉
が
相
手
を
し
て
拾
は
せ
て
く
れ
た
。
そ
れ
は
楽
し
か
つ

た
。
ま
つ
た
く
楽
し
い
遊
び
だ
つ
た
。
自
分
で
は
一
人
前
の
つ
も
り
だ
し
、

そ
れ
に
黄
と
藍
で
あ
つ
さ
り
か
い
た
絵
が
と
て
も
気
に
入
つ
て
ゐ
た
。
す

れ
て
、
け
ば
だ
つ
て
、
朦
朧
と
し
て
る
こ
と
な
ぞ
は
な
ん
で
も
な
い
。
一

粒
の
石
を
山
に
も
見
立
て
、
一
本
の
草
の
芽
を
大
木
に
も
し
て
遊
べ
る
子

供
で
あ
る
。
家
の
周
囲
だ
け
し
か
し
ら
な
い
私
に
も
カ
ル
タ
の
絵
で
見
る

海
や
山
、
船
や
鳥
で
つ
く
ら
れ
る
不
思
議
な
世
界
が
あ
つ
た
。

（『
中
勘
助
全
集
』
第
一
巻
、
岩
波
書
店
、
平
成
元
年
）

　

思
考
回
路
が
十
分
に
育
っ
て
い
な
い
発
達
状
況
下
で
、
子
ど
も
に
一
種
の
唱

え
言
葉
の
よ
う
に
文
章
を
暗
誦
さ
せ
る
教
育
方
法
の
是
非
に
つ
い
て
、
幼
児
教

育
学
界
で
は
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
文
脈
に
お
い
て
斎
藤
が
暗
誦
・

朗
誦
の
復
権
を
説
い
た
前
掲
書
『
声
に
出
し
て
読
み
た
い
日
本
語
』
シ
リ
ー
ズ

の
メ
ソ
ッ
ド
も
議
論
の
余
地
は
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
「
絵
と
き
の
上
手
な
伯
母
さ
ん
」
が
「
私
」
に
示
し

た
文
字
認
識
以
前
の
「
花
さ
か
爺
」
童
話
本
の
世
界
は
、「
挿
絵
が
粗
末
」
で

あ
っ
て
も
「
子
供
の
眼
を
よ
ろ
こ
ば
す
や
う
な
色
ず
り
」
の
表
紙
に
描
か
れ
た
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「
爺
さ
ん
の
唇
が
紅
を
さ
し
た
み
た
い
に
赤
く
て
皺
く
ち
や
な
顔
が
へ
ん
に
若

く
見
え
る
」
と
描
写
さ
れ
る
よ
う
に
、
伯
母
さ
ん
の
絵
と
き
に
よ
っ
て
、
言
葉

と
映
像
理
解
が
同
時
に
深
ま
る
児
童
文
化
財
に
な
り
得
て
い
る
。

　

さ
ら
に
は
「
字
の
よ
め
な
い
私
は
そ
こ
に
消
え
ぎ
え
に
残
つ
て
る
絵
で
と
る

の
だ
つ
た
。
と
い
つ
て
も
歌
も
数
へ
る
ほ
ど
し
か
知
ら
な
い
の
だ
か
ら
五
枚
か

七
枚
も
と
れ
た
ら
う
か
。（
中
略
）
そ
れ
に
黄
と
藍
で
あ
つ
さ
り
か
い
た
絵
が

と
て
も
気
に
入
つ
て
ゐ
た
。
す
れ
て
、
け
ば
だ
つ
て
、
朦
朧
と
し
て
る
こ
と
な

ぞ
は
な
ん
で
も
な
い
。
一
粒
の
石
を
山
に
も
見
立
て
、
一
本
の
草
の
芽
を
大
木

に
も
し
て
遊
べ
る
子
供
で
あ
る
。
家
の
周
囲
だ
け
し
か
し
ら
な
い
私
に
も
カ
ル

タ
の
絵
で
見
る
海
や
山
、
船
や
鳥
で
つ
く
ら
れ
る
不
思
議
な
世
界
が
あ
つ
た
」

と
、
百
人
一
首
カ
ル
タ
遊
び
の
前
提
と
し
て
の
歌
の
暗
誦
が
カ
ル
タ
絵
の
理
解

を
伴
う
も
の
で
あ
り
、
見
立
て
る
想
像
力
が
子
ど
も
を
大
き
な
外
界
の
世
界
認

識
に
導
く
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
こ
の
事
例
か
ら
、
斎
藤
が
述
べ
た
百
人
一
首
暗

誦
と
絵
本
読
み
聞
か
せ
と
の
類
似
説
の
妥
当
性
は
確
認
で
き
た
。

（
三
）
学
校
教
育
教
材
と
し
て
の
百
人
一
首

　

学
校
教
育
で
も
、
百
人
一
首
暗
誦
を
も
と
に
し
た
教
育
が
な
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
次
の
事
例
か
ら
理
解
さ
れ
る
。

　
「
小
学
校
一
年
生
の
宿
題
『
現
代
詩
と
古
典
の
音
読
』
の
学
習
効
果
」（
小
林

則
雄
・
土
井
進
著
、『
信
州
大
学
教
育
学
部
附
属
教
育
実
践
総
合
セ
ン
タ
ー
紀

要
』
九
号
、
平
成
二
〇
年
）
は
、
長
野
市
立
青
木
島
小
学
校
一
年
生
二
六
名
に

毎
日
Ａ
４

版
片
面
一
枚
の
プ
リ
ン
ト
に
音
読
用
の
詩
を
掲
載
し
た
も
の
を
宿
題

と
し
て
課
し
た
実
践
結
果
で
あ
る
。
音
読
用
の
詩
の
中
に
は
「
百
人
一
首
の
か

る
た
と
り
を
や
っ
て
み
た
い
と
、
百
人
一
首
も
い
く
つ
か
提
供
し
た
」
と
あ
る
。

そ
の
結
果
得
ら
れ
た
知
見
と
し
て
「
低
学
年
で
も
古
典
に
親
し
む
こ
と
が
で
き

る
と
分
か
っ
た
。
音
読
は
声
に
出
し
て
読
む
こ
と
に
よ
り
、
本
人
及
び
周
囲
の

者
と
の
良
好
な
関
係
が
構
築
す
る
力
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。」
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
た
。

　

三
、（
一
）
①
で
既
出
の
中
勘
助
著
『
銀
の
匙
』
を
灘
中
学
校
三
年
間
の
国

語
科
授
業
で
読
み
通
す
「
奇
跡
の
授
業
」
実
践
を
ま
と
め
た
『〈
銀
の
匙
〉
の

国
語
授
業
』（
岩
波
書
店
、
平
成
二
四
年
）
で
橋
本
武
は
、「『
銀
の
匙
』
に
は
、

子
ど
も
の
遊
び
が
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す
。
知
識
と
し
て
わ
か
っ
た
だ
け
で
は

い
ま
ひ
と
つ
実
感
で
き
な
い
。
実
際
に
や
っ
て
み
ま
し
た
。
た
と
え
ば
『
百
人

一
首
』。
新
年
最
初
の
国
語
授
業
は
、
百
人
一
首
カ
ル
タ
大
会
と
し
ま
し
た
。

教マ
マ

を
い
く
つ
か
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
て
、
机
を
寄
せ
集
め
て
団
体
戦
を
や
る
。

そ
の
後
に
個
人
戦
。
団マ

マ体
を
や
る
時
に
人
数
が
う
ま
く
揃
わ
ず
、
は
み
出
る
生

徒
が
い
た
ら
、
読
み
役
を
や
っ
て
も
ら
う
。
き
ち
ん
と
同
じ
人
数
で
割
り
振
り

が
で
き
れ
ば
、
私
が
読
み
役
を
務
め
る
。
団
体
戦
の
勝
ち
組
に
は
鉛
筆
一
本

つマ
マ

、
個
人
戦
で
一
位
に
な
っ
た
も
の
も
鉛
筆
一
本
、
こ
れ
が
ご
褒
美
で
す
。」

と
あ
る
。

　

こ
れ
は
二
田
貴
広
が
い
う
「
百
人
一
首
の
『
暗
唱
』
の
よ
さ
と
、
カ
ル
タ
と

し
て
楽
し
め
る
娯
楽
性
」（「
教
育
の
場
で
ど
う
扱
わ
れ
て
い
る
か
」『
国
文
学　

百
人
一
首
の
な
ぞ
』
一
二
月
臨
時
増
刊
号
、
学
燈
社
、
平
成
一
九
年
）
に
着
目

し
た
実
践
で
あ
る
。
同
論
で
二
田
は
当
時
の
中
学
校
国
語
科
教
科
書
及
び
高
等

学
校
「
古
典
」「
国
語
総
合
」
教
科
書
に
収
録
さ
れ
た
百
人
一
首
所
収
歌
調
査

結
果
を
示
し
た
。
中
学
生
が
「
歴
史
的
仮
名
遣
い
、
和
歌
の
リ
ズ
ム
」
を
「
訳
、

鑑
賞
」
を
一
度
も
行
わ
ず
体
得
し
た
結
果
、「
古
文
に
親
し
み
自
ら
学
ぶ
態
度

が
育
ま
れ
て
い
る
」
と
い
う
記
録
も
あ
る
。
一
方
、
高
校
で
は
「
古
語
・
文
法
・

表
現
・
口
語
訳
・
解
釈
・
鑑
賞
・
文
学
史
」
も
学
ぶ
必
要
が
あ
り
、「
楽
し
い
」

は
ず
の
百
人
一
首
が
、
と
つ
ぜ
ん
「
難
し
い
」「
つ
ま
ら
な
い
」
も
の
へ
と
変
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貌
す
る
、
学
び
の
接
続
性
に
二
田
は
注
目
し
た
。

四
、
い
ろ
は
カ
ル
タ
の
現
在
の
位
置
づ
け

　

三
、（
一
）
②
③
に
登
場
し
た
い
ろ
は
カ
ル
タ
は
、
前
掲
『
童
遊
文
化
史
』『
声

に
出
し
て
読
み
た
い
日
本
語
』、
及
び
『
灘
校
・
伝
説
の
国
語
授
業
』（
橋
本
武
、

宝
島
社
、
平
成
二
六
年
）
に
お
い
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
三
、（
一
）

②
に
は
、
大
阪
式
と
東
京
式
二
種
の
い
ろ
は
カ
ル
タ
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
が
、『
童
遊
文
化
史
』
で
は
、〈
江
戸
〉〈
大
阪
〉〈
京
都
〉
の
三
種
、『
声
に

出
し
て
読
み
た
い
日
本
語
』
で
は
江
戸
・
京
都
の
二
種
、『
灘
校
・
伝
説
の
国

語
授
業
』
で
は
「
京
都
に
起
こ
っ
て
上
方
地
方
で
行
わ
れ
た
も
の
」「
中
京
で

変
化
し
諸
国
で
行
わ
れ
た
も
の
」「
江
戸
に
お
い
て
改
め
ら
れ
一
般
的
に
な
っ

た
も
の
」
の
三
種
が
掲
載
さ
れ
た
。
い
ろ
は
カ
ル
タ
は
「
い
ろ
は
歌
」
の
四
八

字
を
頭
と
し
た
俗
諺
の
四
八
句
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
読
み
札
と
取
り
札
（
絵
札
）

２

枚
に
書
き
、
九
六
枚
に
仕
立
て
た
も
の
で
あ
る
。
江
戸
時
代
末
期
か
ら
流
通

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
声
に
出
し
て
読
み
た
い
日
本
語
』
に
は
、
斎
藤
に
よ
る
「
い
ろ
は
か
る
た

は
、
日
本
の
こ
と
わ
ざ
の
精
髄
と
さ
れ
る
。
戦
前
は
今
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ

ど
大
人
も
子
ど
も
も
い
ろ
は
か
る
た
で
遊
ん
だ
。
か
る
た
の
こ
と
わ
ざ
は
家
庭

や
社
会
の
生
活
規
範
の
役
割
も
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
岩
波
こ
と

わ
ざ
辞
典
』
の
著
者
の
時
田
昌
瑞
は
、
子
ど
も
た
ち
へ
の
公
の
言
葉
と
し
て
教

育
勅
語
が
あ
っ
た
と
し
た
な
ら
、
庶
民
の
生
活
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
た
言
葉
と

し
て
い
ろ
は
か
る
た
が
あ
っ
た
と
言
う
。」
と
い
う
解
説
が
付
さ
れ
た
。
庶
民

の
知
恵
の
結
晶
と
し
て
人
口
に
膾
炙
す
る
上
で
、
大
人
も
子
ど
も
も
遊
ぶ
カ
ル

タ
と
い
う
形
式
が
非
常
に
有
効
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

五
、
考
察

　

日
本
の
固
有
の
児
童
文
化
財
と
し
て
の
百
人
一
首
カ
ル
タ
及
び
い
ろ
は
カ
ル

タ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
古
典
歌
の
教
養
を
伝
承
す
る
、
庶
民
の
生
活
の
な
か
か

ら
生
ま
れ
た
知
恵
（
諺
）
を
伝
承
す
る
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
が
あ
る
も
の

の
、
読
み
札
と
取
り
札
（
絵
札
）
二
枚
一
組
と
い
う
形
式
、
読
み
手
が
読
み
札

を
音
読
し
、
そ
れ
を
聞
い
た
取
り
手
が
取
り
札
を
探
し
て
取
る
と
い
う
遊
び
方

は
共
通
す
る
。
遊
び
の
さ
な
か
に
も
音
読
が
要
と
な
る
。

　

百
人
一
首
カ
ル
タ
の
場
合
、
百
歌
の
暗
誦
が
遊
び
の
前
提
で
あ
り
、
遊
ぶ
前

に
歌
の
音
読
を
繰
り
返
し
、
そ
の
こ
と
ば
の
リ
ズ
ム
感
や
歌
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ

と
関
連
さ
せ
て
歌
を
覚
え
る
。
こ
こ
で
も
音
読
が
要
と
な
る
。
和
歌
詠
唱
は
宮

中
歌
会
始
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
古
い
由
緒
を
伝
え
る
日
本
の
古
典
文
芸
作

法
で
あ
る
。
和
歌
詠
唱
を
児
童
文
化
財
の
一
つ
で
あ
る
百
人
一
首
カ
ル
タ
が
現

代
に
伝
承
し
て
い
る
こ
と
は
、
日
本
の
児
童
文
化
の
格
調
高
さ
を
物
語
る
と
言

え
よ
う
。

　

音
読
を
介
し
て
の
暗
誦
の
過
程
は
、
斎
藤
が
指
摘
す
る
よ
う
に
言
葉
↓
映
像

イ
メ
ー
ジ
と
い
う
想
像
力
の
涵
養
に
お
い
て
、
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
と
共
通
す

る
。
日
本
に
お
い
て
、
昔
話
な
ど
子
ど
も
向
け
読
み
物
の
歴
史
は
古
い
一
方
で
、

絵
本
の
誕
生
が
遅
れ
た
の
も
こ
の
カ
ル
タ
と
百
人
一
首
絵
入
り
版
本
の
存
在
が

あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

註（
1
）  

有
吉
保
「
百
人
一
首
と
私
」『
別
冊
太
陽　

百
人
一
首
へ
の
招
待
』（
平
凡
社
、
平
成

二
五
年
）
一
六
八
頁

（
2
）  

吉
海
直
人
「『
百
人
一
首
』
か
る
た
の
謎
」『
国
文
学　

百
人
一
首
の
謎
』
一
二
月
臨

時
増
刊
号
、
学
燈
社
、
平
成
一
九
年
、
一
三
〜
二
五
頁
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（
3
）  

吉
海
直
人
「
広
が
る
百
人
一
首
の
世
界
」『
別
冊
太
陽　

百
人
一
首
へ
の
招
待
』（
平

凡
社
、
平
成
二
五
年
）
一
六
〇
頁


