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前
回
三
⽉
⼗
⼀
⽇(
⼟)

の
Ａ
Ｂ
Ｃ
で
は
︑﹁
写
⽣
﹂
と
い
う
⾔
葉
を
め
ぐ
R
て
︑
ち
U
R
と
問
題
提
起
を
し
て

み
ま
し
た
︒
今
回
は
︑
そ
の
問
題
を
も
う
少
し
追
い
か
け
て
⾏
き
ま
す
︒
テ
j
マ
は
︑ 

︿﹁
写
⽣
︵
し
m
せ
い
︶﹂
と
﹁
写
⽣
︵
し
U
う
う
つ
し
︶﹂
と
﹀ 

で
す
︒ 

 

 
現
代
の
わ
れ
わ
れ
は
︑﹁
写
⽣

し
m
せ
い

﹂
と
い
う
と
ほ
と
ん
ど
﹁
写
実

し
m
じ
つ

﹂
と
同
じ
意
味
で
理
解
し
て
い
る
よ
う
で
す

が
︑
こ
れ
は
明
治
以
降
の
近
代
化
の
な
か
で
︑
英
語
の
﹁
ス
ケ
�
チ
﹂
と
﹁
リ
ア
リ
ズ
ム
﹂
の
考
え
の
重
要
さ

を
刷
込
ま
れ
た
結
果
が
︑
わ
れ
わ
れ
の
脳
活
動
の
組
織
を
⽀
配
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
︑
⼀
五
〇
年
以
前
の
⽇

本
列
島
で
は
︑﹁
写
⽣
／
寫
⽣
﹂
は
少
し
違
う
意
味
合
い
で
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
︒﹁
写
／
寫
﹂
は
﹁
書
﹂
と
同

義
︵
⾳
も
共
通
し
て
い
る
︶
で
︑
思
想
的
に
は
﹁
書
画
同
源
﹂
説
に
⽀
え
ら
れ
て
お
り
︑﹁
⽣
﹂
は
﹁
⽣
命
﹂

が
あ
る
こ
と
︑﹁
画
の
六
法
﹂
で
説
か
れ
て
い
る
﹁
気
韻
⽣
動
﹂
の
﹁
⽣
﹂
の
意
味
を
こ
こ
に
汲
み
取
R
て
︑

み
な
さ
ん
使
R
て
い
た
よ
う
で
す
︒ 

 
そ
の
こ
と
を
よ
く
弁
え
て
︑
江
⼾
以
前
の
仕
事
を
⾒
た
い
︑
と
思
い
ま
す
︑
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
⾔
い
︑

宗
達
光
琳
蕪
村
應
擧
の
﹁
⿃
﹂
の
画
／
畫
を
⾒
て
︑
こ
の
﹁
寫
⽣
﹂
と
い
う
⾏
為
と
そ
の
結
果
に
対
す
る
江
⼾

の
⼈
た
ち
の
接
し
⽅
が
︑
中
期
か
ら
⽬
覚
ま
し
い
変
り
⽅
を
し
て
⾏
く
の
に
注
⽬
し
た
の
で
し
た
︒ 

 
江
⼾
時
代
の
前
半
ま
で
く
ら
い
は
︑﹁
寫
⽣
﹂
さ
れ
た
画
／
畫
は
︑
現
在
の
⾔
葉
で
⾔
え
ば
︑
結
構
リ
ア
ル

で
︑昔
⾵
に
⾔
え
ば﹁
⽣
き
写 う

つ

／
寫
し
﹂で
︑そ
う
い
う
画
／
畫
は
当
時
の
⼈
は
む
し
ろ
忌
避
し
た
よ
う
で
す
︒

⽣
命

い
の
ち

に
⽣ な

ま

で
触
れ
る
よ
う
な
怖
さ
を
持
R
た
の
で
し
U
う
︒︵
こ
の
忌
避
感
は
縄
⽂
最
初
期
の
⼟
偶
に
も
観
て

取
れ
ま
す
︒︶﹁
寫
⽣
﹂
は
﹁
画
／
畫
﹂
に
成
る
以
前
の
﹁
描
か
れ
︵
写 う

つ
・
書 し

U

さ
︶
れ
た
も
の
﹂
だ
R
た
の
で
す
︒

だ
か
ら
︑
そ
う
い
う
⽣ な

ま

な
画
／
畫
は
世
に
出
回
ら
ず
︑
商
品
と
し
て
も
売
ら
れ
ず
︑
部
屋
や
床
の
間
に
飾
る
も

の
で
も
な
か
R
た
の
で
し
U
う
︒
光
琳
の
﹁
⿃
獣
写
⽣
帖
﹂
は
⼩
⻄
⽂
書
と
の
ち
に
呼
ば
れ
る
書
類
の
束
に
紛

れ
て
︑
光
琳
没
後
⼆
五
〇
年
後
に
⾒
つ
け
だ
さ
れ
る
ま
で
︑
誰
に
も
知
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
R
た
︑
⾒
つ
か
R

た
と
き
も
︑
こ
れ
ま
で
了
解
し
て
い
た
﹁
光
琳
﹂
の
作
⾵
と
ま
る
で
違
う
の
で
︑
光
琳
研
究
家
も
⽬
を
疑
R
た

と
聞
い
て
い
ま
す
︒ 

 
と
こ
ろ
が
︑
江
⼾
時
代
中
頃
か
ら
︑
こ
ん
な
写
⽣
⾵
の
画
／
畫
が
堂
々
と
商
品
と
な
R
て
い
き
ま
す
︒
蕪
村

の﹁
鳶と

び

鴉が
ら
す

双
幅

そ
う
ふ
く

﹂や
應
擧
の
⼤
乗
寺
の
孔
雀
の
絵
襖
を
そ
ん
な
⾓
度
か
ら
⾒
直
し
て
み
た
の
が
前
回
で
し
た
︒ 



 
 
2 

 
な
ぜ
こ
う
い
う
転
回
と
い
う
か
変
化
が
可
能
だ
R
た
の
か
︒
そ
の
原
動
⼒
を
⽇
本
列
島
に
⾒
ら
れ
る
権
⼒

構
造
の
独
⾃
な
あ
り
⽅
か
ら
解
い
て
み
よ
う
︑
そ
れ
を
今
回
の
テ
j
マ
に
と
計
画
し
て
い
た
の
で
す
が
︑
そ
の

前
に
も
う
ち
U
R
と
﹁
写
⽣
﹂
問
題
に
こ
だ
わ
R
て
み
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒ 

 
北
斎
と
同
時
代
の
絵
師
鍬
形

く
わ
が
た

蕙
斎

け
い
さ
い

︵
⼀
七
六
四
`
⼀
⼋
⼆
四
︒
北
斎
よ
り
三
歳
年
下
で
す
が
︑
北
斎
よ
り
⼆
⼗
五
年
も

早
く
亡
く
な
り
ま
し
た
︶
が
⾃
分
の
本
﹃
略
画
式
﹄︵
寛
政
七
年
１
７
９
５
刊
︶
に
こ
ん
な
図
︵
別
添
︶
を
載
せ
︑
こ
ん

な
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
︒︵
振
り
仮
名
は
原
⽂
の
ま
ま
︒︵
︶
付
の
ル
ビ
は
⽊
下
の
補
⾜
︒
／

ス
ラ
�
シ
�

は
原
⽂
改
⾏
︒
原
⽂
に

句
読
点
も
な
い
の
で
︑
最
⼩
限
必
要
そ
う
な
箇
所
を
半
⾓
空
き
に
し
て
い
ま
す
︒︶ 

﹁
此こ

の

裸は
だ
か

の
圖づ

は
諸も

ろ

／
〻

︵
も
ろ
︶

の
畫 ぐ

わ

法 は
う

に
も
／
な
き
こ
と
な
り
し
か ︵

が
︶

／
し
か
し
な
が
ら
⼈
形

に
ん
ぎ
や
う

の
／
⾁
付

に
く
づ
け

を
覚 お

ぼ

へ

る
に
／
は
や
き
法 は

う

な
れ
ば
／
こ
こ
に
あ
ら
は ︵

わ
︶

す
／
○
初 は

じ

め
に
四
⾓

し
か
く

の
／
卦け

を
引ひ

き
其そ

の

内う
ち

へ
／
⼗
六
四
⽅ は

う

に
卦け

を
／
碁
盤

ご
は
ん

⽬
の
ご
と
く
に
／
引ひ

き 

此こ
の

卦け

に
な
ら
つ
て
／
裸は

だ
か

の
形か

た
ち

を
畫 え

が

く
／
事 こ

と 

圖づ

の
ご
と
く
に
／
す
れ
ハ︵

ば
︶

畫
意

ゑ
こ
ゝ
ろ

な
き
者も

の

／
に
も
此こ

の

通 と
を
う

り
に
／
畫ゑ

が
け
る
な
り 

こ
れ
／
み
な
四
の
割さ

く

を
以 も

R

て
／
す
る
也な

り 

さ
り
な
が
ら
／

巧
者

こ
う
し
m

に
い
た
る
時 と

き

ハ︵
は
︶

／
寫
⽣

し
や
う
う
つ
し

を
は
な

︵
離
︶

る
ゝ
／
事 こ

と

を
⼤
事

だ
い
じ

と
す
／
こ
れ
全ま

つ
た

く
初
⼼

し
U
し
ん

／
の
⽤も

ち

ゆ
る
爲た

め

に
す
﹂ 

 
こ
の
蕙
斎
が
誌
し
た
説
明
⽂
︑
三
つ
の
箇
所
に
注
⽬
し
た
い
︒ 

⼀
つ
⽬
は
︑
冒
頭
﹁
此こ

の

裸は
だ
か

の
圖づ

は
諸も

ろ

も
ろ
の
畫 ぐ

わ

法 は
う

に
も
な
き
こ
と
な
り
﹂
と
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
︒ 

⼆
つ
⽬
は
︑﹁
写
⽣
﹂
の
⼆
字
熟
語
に
﹁
し
や
う
う
つ
し
﹂
と
振
り
仮
名
を
つ
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
︒ 

三
つ
⽬
は
︑﹁
写
⽣
を
離
る
ゝ
事
を
⼤
事
﹂
と
⾔
R
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
︒ 

 
﹁
画
法
に
も
な
き
こ
と
﹂
と
い
う
の
は
︑
ふ
つ
う
の
絵
⼿
本
︑
画
法
書
で
は
説
明
し
な
い
こ
と
と
い
う
意
味

で
す
︒こ
ん
な
碁
盤
⽬
を
引
い
て
対
象
を﹁
写
⽣

し
U
う
う
つ
し

﹂に
描
く
こ
と
は
公

お
お
や
け

に
は
教
え
な
い
︑教
え
な
か
R
た
︑

で
も
み
ん
な
や
R
て
い
て
⼤
切
な
こ
と
だ
か
ら
︑
こ
こ
で
教
え
ち
m
お
う
︑
と
い
う
わ
け
で
す
ね
︒ 

﹁
写
⽣
﹂
の
⼤
切
さ
は
誰
も
が
⼼
得
て
い
る
け
れ
ど
︑
表
⽴
R
て
説
か
な
い
︵
画
の
権
威
筋
は
﹁
粉
本
﹂
主
義

で
す
︶︑
そ
れ
に
︑
技
法
の
修
練
は
基
本
的
に
は
⼝
伝
で
す
か
ら
︵
無
⽂
字
⽂
化
！
︶︑
な
お
さ
ら
﹁
写
⽣
﹂
の

⼤
切
さ
は
書
き
伝
え
ら
れ
な
い
︒ 

﹁
写
⽣
﹂
の
図
は
忌
み
嫌
わ
れ
て
い
た
と
前
回
も
強
調
し
ま
し
た
が
︑
し
か
し
︑
絵
師
た
ち
に
と
R
て
は
修
⾏

の
第
⼀
歩
の
作
業
だ
R
た
︒
忌
避
さ
れ
る
ほ
ど
の
画
が
作
れ
な
か
R
た
ら
︑
⼀
⼈
前
︵
こ
こ
で
蕙
斎
が
⾔
う
﹁
巧

者
﹂︶
と
は
⾔
え
な
か
R
た
︒
そ
の
こ
と
を
︑
こ
こ
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
ま
す
︒﹁
⿃
獣
戯
画
﹂
な
ぞ
は

そ
う
い
う
類
の
︑
⼤
抵
は
捨
て
ら
れ
た
﹁
戯
画
﹂
が
運
良
く
遺
R
た
例
と
⾔
え
ま
す
︒
こ
う
い
う
修
⾏
は
⼈
前

に
⾒
せ
な
い
の
が
︑
通
例
で
し
た
︒ 
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⼀
⽅
︑
絵
の
仕
事
が
宮
中
な
ど
で
年
中
⾏
事
の
慣
例
に
な
R
て
く
る
と
︑
主
題
の
描
法
も
繰
り
返
し
が
多
く

な
R
て
︑
平
安
時
代
に
は
先
輩
の
仕
事
を
⼿
本
に
そ
れ
を
﹁
写
す
﹂
よ
う
に
な
り
ま
す
︒︵
こ
こ
は
﹁
写 う

つ

す
﹂

で
す
︒﹁
写
し
﹂
を
﹁
書
す
﹂
の
で
す
︒︶
そ
の
﹁
写
し
﹂
が
喜
ば
れ
る
︒
同
⼀
主
題
を
同
じ
よ
う
に
作
り
出
す
︒

そ
れ
が
伝
統
に
な
り
ま
す
︒︵
⽇
本
伝
統
社
会
に
あ
R
て
﹁
絵
画
﹂
は
﹁
⼯
芸
﹂
で
す
︒︶
こ
う
し
て
⼿
習
は
﹁
写

⽣
﹂
よ
り
﹁
粉
本
﹂
と
い
う
慣
し
が
︑
宮
中
を
中
⼼
に
権
威
化
し
て
い
R
た
の
で
し
U
う
︒
そ
の
慣
習
が
制
度

と
な
R
て
︑
江
⼾
時
代
ま
で
︑
狩
野
派
と
⼟
佐
派
に
引
き
継
が
れ
て
⾏
き
ま
し
た
︒
そ
う
い
う
権
威
に
縛
ら
れ

な
い
絵
師
た
ち
は
︵
町
衆
の
⽀
持
を
得
て
︶﹁
写
⽣

し
U
う
う
つ
し

﹂
に
精
出
し
修
⾏
し
た
の
で
し
U
う
︒
そ
の
⼀
端
が
光

琳
の
﹁
五
位
鷺
﹂
図
か
ら
伺
え
ま
す
︒ 

 
⼆
つ
⽬
︒﹁
写
⽣
﹂
を
蕙
斎
が
﹁
し
U
う
う
つ
し
﹂
と
訓よ

ん
で
い
る
こ
と
で
す
︒
こ
れ
は
︑
こ
ん
か
い
始
め

か
ら
断
り
な
く
引
⽤
し
て
き
ま
し
た
が
︑
重
要
な
問
題
で
す
︒
現
代
⼈
の
解
釈
と
は
R
き
り
違
う
こ
と
を
教
え

て
く
れ
て
い
ま
す
︒
い
つ
ご
ろ
か
ら
﹁
写
⽣
﹂
を
﹁
し
U
う
う
つ
し
﹂
と
読
ん
で
い
た
の
か
︑
初
出
を
確
認
す

る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
が
︑
も
と
も
と
中
国
か
ら
⼊
R
て
き
た
語
で
す
か
ら
︑
初
め
の
う
ち
は
⾳
読
み
で
﹁
シ

ú
セ
イ
﹂﹁
シ
ú
シ
ý
ウ
﹂
と
訓
ん
で
い
た
の
が
︑﹁
し
U
う
う
つ
し
﹂
と
変
化
し
て
⾏
R
た
の
で
し
U
う
︒ 

 
三
つ
⽬
の
﹁
写
⽣
を
離
れ
る
事
が
⼤
事
﹂
と
い
う
の
は
︑
江
⼾
時
代
︑
狩
野
派
が
最
⾼
権
威
だ
R
た
時
代
だ

R
た
か
ら
そ
う
⾔
R
た
︵
武
家
や
町
衆
の
⼦
が
絵
を
習
い
た
い
と
⾨
を
く
ぐ
る
絵
師
は
︑
た
い
て
い
狩
野
派
出

⾝
狩
野
派
を
看
板
に
し
た
絵
師
で
し
た
︶︑と
い
う
こ
と
も
あ
る
で
し
U
う
が
︑当
時
の
⼈
に
と
R
て
︑﹁
写
⽣
﹂

は
本
格
的
な
﹁
画
／
畫
﹂
で
は
な
い
と
い
う
強
い
観
念
通
念
が
あ
R
た
か
ら
で
︑
光
琳
も
そ
の
仕
事
を
⼈
前
に

は
出
さ
な
か
R
た
の
で
す
︒ 

 

 
と
︑
蕙
斎
の
⼀
⽂
か
ら
﹁
写
⽣
﹂
論
は
い
ち
だ
ん
と
⾯
⽩
く
な
R
て
き
ま
し
た
︒ 

 
と
こ
ろ
で
︑
こ
の
蕙
斎
の
⽂
と
碁
盤
⽬
の
⼈
体
図
を
眺
め
て
い
る
と
︑
み
な
さ
ん
き
R
と
︑
レ
オ
ナ
ル
ド
・

ダ
・
ヴ
4
ン
チ
の
﹁
ウ
イ
ト
ル
ウ
イ
ウ
ス
に
倣な

ら

R
た
⼈
体
図
﹂︵
１
４
９
０
年
頃
︶
を
連
想
さ
れ
た
の
で
は
な

い
で
し
U
う
か
︒ 

 
い
ま
︑
わ
れ
わ
れ
は
︑﹁
写
⽣
﹂
談
義
の
散
歩
道
を
進
ん
で
い
る
う
ち
に
︑
⼆
つ
の
⼩
径
の
道
標
が
⽴
R
て

い
る
と
こ
ろ
へ
差
し
掛
か
り
ま
し
た
︒
江
⼾
中
期
か
ら
起
R
た
﹁
写
⽣
﹂
観
の
変
貌
の
思
想
的
背
景
を
訪
ね
る

径
と
︑
蕙
斎
と
レ
オ
ナ
ル
ド
の
﹁
⼈
体
図
﹂
を
⽐
べ
て
み
る
径
と
︒
  

 
今
夜
は
︑
そ
R
ち
の
ほ
う
へ
歩
ん
で
⾏
R
て
み
ま
し
U
う
︒ 


