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は
じ
め
に

自
然
の
い
と
な
み
を
て
い
ね
い
に
み
つ
め
る
と
、
あ
ら

ゆ
る
生
き
も
の
が
互
い
に
か
か
わ
り
あ
っ
て
暮
ら
し
て
い

る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
人
も
ま
た
こ
の
自
然
と
切
り
離

さ
れ
て
は
生
き
る
こ
と
も
育
つ
こ
と
も
で
き
な
い
の
だ
け

れ
ど
、
あ
ま
り
に
も
長
い
間
、
人
は
自
然
を
自
分
の
お
も

い
の
ま
ま
に
な
る
と
考
え
て
き
て
は
い
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

一
年
生
の
生
活
科
の
時
間
に
、
子
ど
も
た
ち
と
い
っ

し
ょ
に
毎
日
の
く
ら
し
の
な
か
の
小
さ
な
自
然
を
み
つ
め

て
き
た
。
自
然
の
豊
か
さ
や
き
び
し
さ
を
体
を
通
し
て
感

じ
た
こ
と
が
土
壌
に
な
っ
て
、
人
は
自
然
の
中
で
ど
ん
な

ふ
う
に
生
き
て
い
け
ば
い
い
か
を
考
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
。

一
　
つ
く
し
は
　
何
に
　
に
て
い
る
の

　
　
　
　
　
　
　
―
い
っ
ぱ
い
話
し
た
い
子
に
―

四
月
十
四
日

春
の
日
は
あ
た
た
か
く
、
入
学
式
の
と
き
に
は
一
面
に

咲
い
て
い
た
白
モ
ク
レ
ン
の
花
が
気
が
つ
い
た
ら
散
っ
て

い
て
、
も
う
緑
の
葉
が
広
が
っ
て
い
る
。

道
端
に
は
ヒ
メ
オ
ド
リ
コ
ソ
ウ
や
タ
ン
ポ
ポ
が
、
次
々

と
咲
き
だ
し
た
。
は
る
か
ち
ゃ
ん
が
手
に
い
っ
ぱ
い
つ
く

し
を
か
か
え
て
教
室
に
入
っ
て
来
た
。

つ
く
し
を
受
け
取
り
、
子

ど
も
た
ち
と
な
が
め
て
、「
何

か
に
に
て
い
る
ね
。」
と
子
ど
も
た
ち
に
話
し
か
け
た
ら
、

い
ろ
い
ろ
な
返
事
が
か
え
っ
て
き
た
。

ど
れ
も
つ
く
し
の
よ
う
す
を
と
ら
え
て
い
て
お
も
し
ろ

い
。二

　
ひ
め
り
ん
ご
の
花
が
さ
い
た

四
月
二
十
四
日

校
庭
の
散
歩
に
出
た
。
校
庭
の
西
側
の
す
み
に
は
、
カ

リ
ン
の
木
が
ピ
ン
ク
の
花
を
つ
け
て
い
た
。
け
や
き
の
ほ

そ
い
枝
に
は
黄
緑
の
芽
が
ふ
き
だ
し
て
い
る
。
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草
も
木
も
人
も
み
ん
な
い
っ
し
ょ
に
生
き
て
い
る

　
　
　
　
～
子
ど
も
の
「
こ
と
ば
」
が
育
つ
と
き
～千

　
葉
　
建
　
夫

せ
ん
せ
い
、
つ
く
し
あ
げ

る
ね

が
っ
こ
う
の
か
え
り
に
ね

ま
っ
す
ぐ
　
い
っ
た
と
こ

ろ
に
ね

つ
く
し
が
　
は
え
て
い
た

ん
だ
よ
　
　
　〈
は
る
か
〉

・
つ
く
し
は
ね
、
ま
ほ
う
の
つ
え
み
た
い
。
　〈
こ
う
た
〉

・
つ
く
し
は
ね
、
お
と
な
の
す
う
た
ば
こ
み
た
い
。

〈
り
ょ
う
す
け
〉

・
つ
く
し
さ
ん
は
　
ろ
う
そ
く
み
た
い
。	

〈
の
り
こ
〉

・
つ
く
し
は
ね
、
ふ
で
の
よ
う
だ
ね
。	

〈
じ
ゅ
ん
〉

・
つ
く
し
は
ね
、
そ
ら
と
ぶ
ロ
ケ
ッ
ト
み
た
い
。

　	

〈
ひ
ろ
き
〉

「
書
く
力
」
を
つ
け
る
た
め
に
（
１
）
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「
み
ん
な
に
一
人
ひ
と
り
名
前
が
あ
る
よ
う
に
、
木
や
草

に
も
名
前
が
あ
る
ん
だ
よ
。
な
か
よ
し
に
な
る
に
は
名
前

を
お
ぼ
え
て
あ
げ
る
こ
と
が
い
ち
ば
ん
だ
よ
。」
と
言
っ
て
、

「
も
く
れ
ん
、
か
り
ん
、
ひ
め
り
ん
ご
、
さ
く
ら
…
…
」
と
、

木
の
名
前
を
呼
び
な
が
ら
校
庭
の
ま
わ
り
を
歩
い
た
。

ひ
め
り
ん
ご
の
木
の
下
は
、
真
っ
白
な
花
で
満
開
だ
っ

た
。
花
の
い
い
匂
い
が
し
た
。
風
が
吹
く
と
、
白
い
花
び

ら
が
は
ら
は
ら
と
頭
上
に
ふ
っ
て
き
た
。
子
ど
も
た
ち
は
、

歓
声
を
あ
げ
て
花
吹
雪
の
な
か
に
飛
び
込
ん
で
遊
ん
だ
。

何
げ
な
く
話
す
子
ど
も
た
ち
の
言
葉
に
は
っ
と
さ
せ
ら

れ
る
。
花
び
ら
を
白
い
雨
と
み
た
り
、
花
び
ら
の
白
さ
と

地
面
の
黒
さ
の
対
比
に
美
し
さ
を
感
じ
る
感
性
を
ひ
き
だ

し
た
の
は
、
ひ
め
り
ん
ご
の
花
の
美
し
さ
な
の
か
も
し
れ

な
い
。

三
　
け
や
き
の
木
の
下
で
　
―
は
じ
め
て
文
を
書
く
―

五
月
二
十
一
日

さ
わ
や
か
な
日
が
続
く
。
校
庭
の
両
側
の
け
や
き
の
若

葉
が
日
の
光
を
あ
び
て
、空
の
青
さ
に
あ
ざ
や
か
に
映
え
る
。

け
や
き
に
近
づ
い
て
み
ん
な
で
「
け
や
き
さ
～
ん
」
と

声
を
か
け
た
。

「
な
に
か
返
事
を
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
よ
。
耳
を
す

ま
し
て
ご
ら
ん
」
と
い
っ
た
ら
、
ザ
ワ
ザ
ワ
と
け
や
き
の

若
葉
が
風
に
ゆ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
走
っ
て
け
や
き
の
木
の

下
に
い
っ
て
、
上
を
み
あ
げ
た
。
木
も
れ
日
が
ま
ぶ
し
い
。

大
地
は
人
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
人
も
他
の
生
き
物
と

同
じ
よ
う
に
住
む
場
所
を
お
た
が
い
に
わ
け
あ
っ
て
生
き

て
い
る
生
き
も
の
な
か
ま
。
こ
の
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
が
、

今
は
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。
木
や
草
は
人
の
よ
う
に
言
葉
を

も
た
な
い
け
れ
ど
、
木
や
草
は
人
と
ち
が
う
生
き
方
を
し

て
い
る
隣
人
。
木
も
草
も
人
も
み
ん
な
い
っ
し
ょ
に
生
き

て
い
る
。
こ
の
事
実
を
小
さ
な
子
ど
も
た
ち
は
、
誰
よ
り

も
す
な
お
に
う
け
と
め
て
く
れ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

四
　
砂
に
ね
こ
ろ
ぶ

五
月
二
十
八
日

太
陽
が
上
り
、
地
面
は
ど
ん
ど
ん
暖
か
く
な
っ
た
。
体

育
の
時
間
に
は
だ
し
に
な
っ
て
砂
場
で
相
撲
を
と
っ
た
。

子
ど
も
た
ち
は
、
投
げ
ら
れ
て
も
投
げ
ら
れ
て
も
向
か
っ

て
く
る
。
と
う
と
う
へ
と
へ
と
に
な
っ
た
の
は
私
。
砂
場

に
ね
こ
ろ
ん
で
し
ま
っ
た
。
両
手
を
大
の
字
に
広
げ
て
空

を
み
る
。
気
持
ち
が
い
い
。
子
ど
も
た
ち
も
い
っ
し
ょ
に

ま
ね
を
し
た
。
白
い
雲
が
ゆ
っ
た
り
流
れ
て
い
く
。

大
地
か
ら
生
ま
れ
地
球
の
重
力
に
さ
か
ら
っ
て
直
立
歩

行
を
し
た
人
間
が
、
す
べ
て
の
抵
抗
を
す
て
て
母
の
ふ
と

こ
ろ
に
体
を
ゆ
だ
ね
る
と
き
の
気
持
ち
良
さ
。
背
中
か
ら

大
地
の
温
も
り
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

五
　
野
原
い
ち
め
ん
の
し
ろ
つ
め
く
さ

五
月
二
十
九
日

校
舎
の
南
側
の
空
き
地
に
、
し
ろ
つ
め
く
さ
の
花
が

い
っ
せ
い
に
さ
き
だ
し
た
。「
せ
ん
せ
い
、
こ
の
は
ら
っ
ぱ

は
、
い
ち
め
ん
の
し
ろ
つ
め
く
さ
だ
ね
。」
と
じ
ゅ
ん
く
ん

が
い
っ
た
。
み
ん
な
で
草
原
に
ね
こ
ろ
ん
だ
。

・	

し
ろ
い
　
は
な
び
ら
が
　
お
ち
て
く
る
よ

　
し
ろ
い
　
あ
め(

雨)

だ
ね	
〈
ひ
ろ
み
〉

・
ひ
め
り
ん
ご
の
　
は
な
が
　
お
ち
て
、

　
く
ろ
い
　
じ
め
ん
が
　
し
ろ
く
　
な
っ
た
よ	

〈
あ
す
み
〉

　
じ
め
ん
が
う
ご
い
た
と
お
も
っ
た
よ	

〈
こ
う
た
〉

・
す
な
に
　
ね
こ
ろ
ぶ
と
ね

　
ぼ
く
　
お
お
き
く
な
っ
た
み
た
い	

〈
け
ん
た
〉

・
お
そ
ら
っ
て
　
お
お
き
い
ん
だ
ね

　
お
そ
ら
っ
て
　
ひ
ろ
い
ん
だ
ね	
〈
ゆ
う
こ
〉

・
す
な
は
　
あ
っ
た
か
い
よ

　
き
も
ち
い
い
よ

　
お
そ
ら
を
み
て
た
ら

・
の
は
ら
に
　
し
ろ
つ
め
く
さ
が
　
い
っ
ぱ
い
　
さ
い
て

い
ま
し
た
。

　
し
ろ
つ
め
く
さ
と
　
け
や
き
と
　
お
ひ
さ
ま
と
　
か
ぜ

が
　
い
っ
し
ょ
に
　
ゆ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ぎ
に
、
か

ぜ
　
と
　
し
ろ
つ
め
く
さ
と
　
か
け
っ
こ
し
ま
し
た
。

	
	

〈
た
つ
や
〉

・
の
は
ら
に
　
し
ろ
つ
め
く
さ
が
　
さ
い
て
い
ま
し
た
。

　
あ
お
ぞ
ら
に
　
お
ひ
さ
ま
が
　
き
ら
き
ら
　
ひ
か
っ
て

い
ま
し
た
。
　
し
ろ
つ
め
く
さ
が
　
お
ひ
さ
ま
に
　
こ

ん
に
ち
わ
（
は
）
っ
て
い
い
ま
し
た
。
　
そ
し
た
ら
、
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あ
お
む
け
に
な
り
、
目
を
と
じ
て
も
、
日
の
光
が
ま
ぶ

し
い
。
シ
ロ
ツ
メ
ク
サ
の
花
の
に
お
い
が
風
に
の
っ
て
流

れ
、か
す
か
に
ア
ブ
の
羽
音
が
す
る
。
う
つ
ぶ
せ
に
な
る
と
、

土
の
に
お
い
と
枯
れ
葉
の
に
お
い
が
す
る
。
ア
リ
や
テ
ン

ト
ウ
ム
シ
が
い
そ
が
し
く
動
き
ま
わ
っ
て
い
る
の
が
見
え

る
。
上
か
ら
見
下
ろ
し
て
は
見
え
な
い
小
さ
な
生
き
物
の

世
界
が
、
こ
う
す
る
と
見
え
て
く
る
。

六
　
雨
と
か
み
な
り

六
月
三
日

六
月
に
入
っ
た
。
梅
雨
。
雨
の
日
が
続
く
。
一
年
生
の

子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
雨
の
日
の
登
校
は
た
い
へ
ん
。

雨
と
風
な
ど
、
自
然
の
天
気
は
人
の
く
ら
し
を
大
き
く
変

え
て
し
ま
う
。
人
の
思
い
ど
お
り
に
は
な
ら
な
い
の
も
自

然
の
す
が
た
で
あ
る
。

六
月
十
一
日

四
時
間
目
、
算
数
の
勉
強
を
し
て
い
た
ら
き
ゅ
う
に
暗

く
な
っ
た
。
教
室
の
窓
か
ら
外
を
見
る
と
黒
雲
が
む
く
む
く

空
を
お
お
っ
て
い
る
。
か
み
な
り
が
遠
く
で
な
り
だ
し
た
。

水
は
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
助
け
を
か
り
て
、
雨
に
な
っ

た
り
、
雲
に
な
っ
た
り
、
雪
や
氷
に
も
姿
を
変
え
て
地
球

上
を
め
ぐ
り
、四
季
お
り
お
り
の
天
気
を
つ
く
る
。
そ
し
て
、

大
地
を
き
ざ
み
、
多
く
の
生
き
物
の
命
を
育
て
る
。
子
ど

も
た
ち
が
目
に
し
て
い
る
の
は
そ
の
水
の
一
つ
の
姿
で
あ

る
。
太
古
か
ら
ず
っ
と
続
い
て
い
る
不
思
議
で
見
事
な
自

然
の
つ
な
が
り
が
い
つ
か
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い

と
願
い
な
が
ら
、
雨
に
向
か
わ
せ
る
。

七
　
つ
ば
め
が
巣
を
つ
く
る

七
月
五
日

初
夏
は
生
き
も
の
た
ち
の
誕
生
の
と
き
。
玄
関
前
に
つ

ば
め
が
巣
を
つ
く
っ
た
。
朝
夕
親
ツ
バ
メ
が
せ
っ
せ
と
え

さ
を
運
ん
で
く
る
。
み
ん
な
で
見
学
に
い
っ
た
。
つ
ば
め

を
お
ど
か
さ
な
い
よ
う
に
、
そ
っ
と
玄
関
前
に
腰
を
お
ろ

し
、
ツ
バ
メ
の
巣
を
み
あ
げ
た
。
子
つ
ば
め
が
、
大
き
な

口
を
あ
け
て
ぴ
い
ぴ
い
え
さ
を
ね
だ
っ
て
い
る
。
二
匹
の

親
ツ
バ
メ
が
、
五
分
お
き
ぐ
ら
い
に
え
さ
を
運
ん
で
く
る
。

そ
れ
を
じ
っ
と
見
上
げ
る
子
ど
も
た
ち
も
、
子
ツ
バ
メ
と

同
じ
よ
う
に
口
を
あ
け
て
い
る
。

　
お
ひ
さ
ま
が
こ
ん
に
ち
わ
（
は
）
つ
て
い
い
ま
し
た
。

	
	

〈
な
お
ひ
ろ
〉

・
し
ろ
つ
め
く
さ
が
　
か
ぜ
と
い
っ
し
（
ょ
）
に
　
あ
そ

ん
で
い
ま
し
た
。	

〈
り
ゅ
う
た
〉

・
く
る
と
ち
ゅ
う
　
み
ず
に
　
す
べ
っ
て
　
こ
ろ
ん
で
し

ま
い
ま
し
た
。

　
お
う
だ
ん
ほ
ど
う
を
　
わ
た
り
ま
し
た
。

　
そ
し
た
ら
　
く
る
ま
に
　
ど
ろ
を
か
け
ら
れ
ま
し
た
。

は
し
っ
て
　
が
っ
こ
う
に
い
き
ま
し
た
。	

〈
み
つ
る
〉

・
き
ょ
う
の
　
て
ん
き
は
　
お
お
あ
め
で
す
。

　
わ
た
し
の
　
か
さ
は
　
き
ょ
う
　
ど
う
ろ
ま
で
　
と
ば

さ
れ
ま
し
た
。

　
あ
わ
て
て
　
ど
う
ろ
ま
で
　
い
っ
て
と
り
ま
し
た
。

　
ぼ
ん
や
り
　
か
ん
が
え
ご
と
を
　
し
て
い
た
ら
、
で
ん

き
ゅ
う
に
　
ぶ
つ
か
り
ま
し
た
。
わ
た
し
は
　
あ
め
が

き
ら
い
で
す
。

　
わ
た
し
は
　
あ
め
が
　
き
ら
い
で
す
。	

〈
ゆ
う
き
〉

・
き
ょ
う
　
あ
め
が
　
ふ
り
ま
し
た
。

　
き
ゅ
う
に
　
あ
め
が
　
つ
よ
く
な
り
ま
し
た
。

　
そ
し
て
か
ら
　
か
み
な
り
が
　
な
り
ま
し
た
。

　
く
る
ま
が
　
は
や
く
　
と
お
り
す
ぎ
て
　
い
き
ま
す
。

け
や
き
が
　
お
ば
け
み
た
い
に
　
ゆ
れ
て
い
ま
す
。

　
き
の
え
だ
が
　
お
れ
そ
う
に
　
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　〈
け
ん
た
〉

・
わ
た
し
は
　
き
ゃ
ー
と
い
い
ま
し
た
。

　
わ
た
し
は
　
と
っ
て
も
　
こ
わ
か
っ
た
で
す
。

　
み
ず
た
ま
り
で
　
か
え
る
が
　
ぴ
ょ
こ
ぴ
ょ
こ
　
と
ん

で
い
ま
し
た
。

　
か
た
つ
む
り
も
　
に
ょ
ろ
に
ょ
ろ
　
あ
る
い
て
い
ま
し

　
た
。

　
お
ひ
る
が
　
お
わ
る
と
　
や
っ
と
は
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　〈
さ
き
〉

・
つ
ば
め
が
　
ち
ゅ
う
が
え
り
を
し
て
　
と
ん
で
き
ま
し

た
。

　
つ
ば
め
が
　
と
ん
ぼ
を
　
つ
か
ま
え
て
き
ま
し
た
。

　		

〈
じ
ゅ
ん
〉

・
が
っ
こ
う
の
　
げ
ん
か
ん
の
　
て
ん
じ
ょ
う
に
　
つ
ば
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子
ツ
バ
メ
が
巣
立
つ
こ
ろ
ど
も
た
ち
が
、
大
変
大
変
と

教
室
に
と
び
こ
ん
で
き
た
。
ツ
バ
メ
の
巣
が
い
た
ず
ら
さ

れ
、
こ
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。「
ツ
バ
メ
が
か
わ

い
そ
う
」
と
子
ど
も
達
は
泣
き
だ
し
そ
う
で
あ
る
。
技
師

さ
ん
が
み
か
ね
て
、
小
さ
な
カ
ゴ
を
用
意
し
て
巣
の
ち
か

く
に
結
わ
え
て
く
れ
た
。
ど
う
に
か
子
ツ
バ
メ
が
そ
の
中

に
入
っ
て
助
か
っ
た
。

巣
立
ち
の
と
き
が
き
て
、
子
ツ
バ
メ
は
小
さ
な
羽
を
ぱ

た
ば
た
さ
せ
て
飛
べ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
子
ツ
バ
メ
が
校

舎
の
屋
根
ま
で
飛
ん
で
い
る
の
を
見
て
、
子
ど
も
達
は
・

み
ん
な
で
、「
よ
か
っ
た
ね
」「
つ
ば
め
さ
ん
。
よ
か
っ
た
ね
」

と
自
分
の
こ
と
の
よ
う
に
喜
び
あ
っ
た
。

八
　
秋
の
野
原
は
虫
の
世
界

九
月
十
七
日

秋
の
野
原
は
虫
の
世
界
。
空
き
地
に
飛
び
出
し
て
虫
さ

が
し
に
走
り
ま
わ
っ
た
。
一
緒
に
あ
る
い
て
い
る
と
い
ろ

ん
な
会
話
が
聞
こ
え
て
く
る
。
子
ど
も
た
ち
は
、
生
き
も

の
た
ち
の
不
思
議
に
つ
い
て
考
え
始
め
た
よ
う
だ
。

話
し
合
い
の
後
は
、
結
局
教
室
で
ク
モ
を
か
う
こ
と
に

な
っ
た
。
ジ
ョ
ロ
ウ
グ
モ
を
つ
か
ま
え
て
き
て
ト
ン
ボ
や

ハ
エ
を
え
さ
に
や
り
観
察
を
は
じ
め
た
。

九
月
二
十
日

校
庭
や
空
き
地
に
虫
さ
が
し
に
で
か
け
る
。
赤
ト
ン
ボ

が
い
っ
ぱ
い
と
ん
で
い
た
。

虫
も
そ
れ
ぞ
れ
生
き
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
く
ら
し
か

た
を
し
て
生
き
て
い
る
。
人
と
ち
が
う
く
ら
し
か
た
が
あ

る
こ
と
に
子
ど
も
た
ち
は
少
し
ず
つ
気
が
つ
い
て
き
た
よ

う
だ
。

　
　
ク
モ
は
う
ん
ち
を
す
る
の
か

・
く
も
は
　
う
ん
ち
す
る
の
か
な
。
　
　
　
　〈
さ
ゆ
み
〉

・
し
な
い
よ
。
だ
っ
て
、
う
ん
と
し
た
と
こ
ろ
み
た
こ
と

な
い
も
の
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　〈
け
ん
た
〉

・
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
え
さ
た
べ
る
も
の
。
　〈
ひ
ろ
み
〉

・
し
な
い
。
う
ん
ち
し
て
た
ら
く
も
の
す
が
よ
ご
れ
て
し

ま
う
で
し
ょ
う
。
そ
し
た
ら
、
む
し
が
こ
な
く
な
っ
て

し
ま
う
も
の
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　〈
ゆ
い
〉

・
く
も
は
、
た
べ
も
の
は
、
す
こ
し
し
か
　
た
べ
ら
れ
な

い
か
ら
う
ん
ち
し
な
い
。

　
み
ん
な
　
カ
ル
シ
ュ
ー
ム
な
ん
か
の
　
え
い
よ
う
に

な
っ
て
、か
ら
だ
が
　
お
お
き
く
な
る
。
　
　〈
ひ
ろ
き
〉

・
く
も
は
　
え
い
よ
う
の
あ
る
も
の
し
か
た
べ
な
い
の
。

と
ん
ぼ
の
　
は
ね
な
ん
か
　
の
こ
す
で
し
ょ
う
。
だ
か

ら
、う
ん
ち
は
で
な
い
よ
。
　
　
　
　
　
　
　〈
た
つ
や
〉

・
お
し
り
に
　
い
と
を
　
だ
す
と
こ
　
み
た
こ
と
あ
る
け

ど
、
う
ん
ち
の
す
る
　
あ
な
は
　
な
い
よ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　〈
り
ょ
う
す
け
〉

・
ち
ば
せ
ん
せ
い
の
ぼ
う
し
に
　
と
ん
ぼ
が
と
ま
り
ま
し
た
。

　
せ
ん
せ
い
が
　
そ
っ
と
　
あ
る
き
ま
し
た
。

　
み
ん
な
も
　
そ
っ
と
　
あ
る
き
ま
し
た
。

　
げ
ん
か
ん
ま
で
き
た
ら
　
に
げ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
み
ん
な
で
「
あ
ー
あ
ー
」
と
い
い
ま
し
た
。〈
く
み
こ
〉

　
　
ち
よ
う
ち
よ
う

ち
ょ
う
ち
ょ
が

こ
す
も
す
の
　
み
つ
を
す
っ
て
る
と
こ
ろ
を
　
み
ま
し
た
。

す
と
ろ
ー
で
　
す
っ
て
い
ま
し
た
。

み
て
い
た
ら
　
す
と
ろ
ー
を
　
く
る
く
る
ま
い
て
　
と
ん

で
い
き
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　〈
ゆ
う
き
〉

　
　
い
な
ご

い
な
ご
を
　
み
つ
け
ま
し
た
。

か
お
を
　
み
た
ら
、
め
が
　
く
ろ
く
　
ひ
か
っ
て
い
ま
し

た
。

く
ち
は
　
う
え
と
　
し
た
に
　
ひ
ら
く
と
　
お
も
っ
た
ら

よ
こ
に
　
ひ
ら
き
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　〈
じ
ゅ
ん
〉

　
　
か
ま
き
り

か
ま
き
り
が
　
ぼ
う
に
　
つ
か
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

ぼ
う
に
　
つ
か
ま
っ
た
か
ま
き
り
が
　
お
ち
て
お
き
あ
が

り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
く
さ
の
な
か
に
　
す
っ
と
　
か
く
れ
ま
し
た
。

　
め
の
す
を
　
み
つ
け
ま
し
た
。

　
つ
ば
め
が
　
一
か
い
て
ん
し
て
　
と
ん
で
い
き
ま
し

た
。
ひ
な
が
　
く
ち
を
　
ぱ
く
ぱ
く
し
て
い
ま
し
た
。

え
さ
は
　
と
ん
ぼ
や
　
み
み
ず
で
し
た
。
お
と
う
さ
ん

や
　
お
か
あ
さ
ん
か
ら
　
お
お
き
な
く
ち
で
と
り
ま
し

た
。
げ
ん
か
ん
か
ら
み
た
ら
　
く
ち
か
ら
　
し
ろ
い
も

の
を
　
は
き
ま
し
た
。	

〈
も
と
む
〉

・
が
っ
こ
う
の
　
げ
ん
か
ん
の
　
て
ん
じ
ょ
う
に
　
つ
ば

め
の
す
を
　
み
つ
け
ま
し
た
。
こ
ど
も
た
ち
が
　
く
ち

を
あ
け
て
　
ち
ゅ
ち
ゅ
と
　
な
い
て
い
ま
し
た
。
お
や

が
き
て
　
こ
ど
も
に
　
え
さ
を
あ
げ
ま
し
た
。

　
こ
ど
も
た
ち
が
　
う
ん
ち
を
し
ま
し
た
。

　
ぼ
く
が
　
う
ん
ち
を
　
し
ら
べ
た
ら
　
う
ん
ち
の
　
な

か
に
　
こ
が
ね
む
し
の
は
ね
が
　
は
い
っ
て
い
ま
し

た
。	

〈
り
ょ
う
す
け
〉
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九
　
お
ひ
さ
ま
は
み
ん
な
を
あ
た
た
か
く
し
て
く
れ
る

十
月
二
十
五
日

体
育
で
校
庭
に
で
た
。
朝
の
空
気
は
つ
め
た
い
け
れ
ど
、

い
い
天
気
に
な
っ
た
。
手
を
か
ざ
し
て
み
る
と
お
日
さ
ま

の
光
が
あ
た
た
か
い
、
う
し
ろ
む
き
に
な
る
と
せ
な
か
が

ぽ
か
ぽ
か
す
る
。
か
げ
が
長
く
目
の
前
に
の
び
て
い
る
。

み
ん
な
で
か
げ
ふ
み
あ
そ
び
を
し
た
。

十
　
お
ひ
さ
ま
は
い
く
つ
あ
る
の

お
日
さ
ま
を
み
て
い
た
ら
、
か
ず
き
く
ん
が
、

「
ゆ
う
が
た
に
き
え
た
　
お
ひ
さ
ま
は
ど
う
な
る
の
か

な
。」

と
ぽ
つ
ん
と
つ
ぶ
や
い
た
。
お
も
し
ろ
い
な
と
思
っ
て
、

子
ど
も
た
ち
に
ど
ん
な
こ
と
を
考
え
る
だ
ろ
う
か
と
聞
い

て
み
た
。

古
代
の
天
動
説
を
信
じ
て
い
た
人
々
も
同
じ
よ
う
な
こ

・
お
ひ
さ
ま
が
　
や
ま
に
し
ず
ん
で
な
く
な
る
の
。
あ
た

ら
し
い
お
ひ
さ
ま
が
で
て
く
る
の
。
　
　
　〈
あ
す
み
〉

・
え
ー
。
だ
っ
た
ら
、お
ひ
さ
ま
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
。

〈
こ
う
た
〉

・
お
ひ
さ
ま
は
　
な
く
な
ら
な
い
の
。
ま
た
　
あ
た
ら
し

い
お
ひ
さ
ま
が
う
ま
れ
る
ん
だ
も
の
。
　
　〈
あ
す
み
〉

・
お
ひ
さ
ま
は
ね
。
う
み
か
ら
あ
が
る
で
し
ょ
う
。
う
み

は
つ
め
た
い
か
ら
お
ひ
さ
ま
も
つ
め
た
い
の
。
あ
が
る

と
あ
つ
く
な
る
。
ゆ
う
が
た
、
ま
た
う
み
に
し
ず
ん
で

き
え
て
い
く
の
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　〈
ひ
ろ
み
〉

・
お
ひ
さ
ま
は
お
ん
な
じ
だ
と
お
も
う
。
よ
る
に
な
る
と

ね
。
お
ひ
さ
ま
は
ぐ
る
っ
と
う
し
ろ
に
ま
わ
っ
て
、
あ

さ
に
も
ど
っ
て
く
る
の
。
そ
し
て
ま
た
お
ん
な
じ
と
こ

ろ
に
で
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
　
　
　
　〈
も
と
む
〉

・
ゆ
う
が
た
、お
ひ
さ
ま
　
み
え
な
く
な
っ
て
ね
。
よ
る
は
、

お
つ
き
さ
ま
に
へ
ん
し
ん
し
て
、
で
て
く
る
の
。
あ
さ

に
は
　
ま
た
お
ひ
さ
ま
に
な
る
。

・
ぼ
く
　
に
て
る
れ
ど
、
お
ひ
さ
ま
と
、
お
つ
き
さ
ま
は

ち
が
う
の
。
よ
る
に
は
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
す
る
ん
だ
と
お

も
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　〈
な
お
ひ
ろ
〉

そ
し
て
　
か
ま
き
り
は
　
え
も
の
が
　
く
る
の
を
　
ま
っ

て
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　〈
わ
た
る
〉

　
　
か
ま
き
り

か
ま
き
り
を
と
り
に
い
き
ま
し
た
。

ぼ
く
は
さ
が
し
ま
し
た
。
そ
し
た
ら
、
は
っ
ぱ
の
う
し
ろ

に
か
く
れ
て
い
ま
し
た
。
ぼ
く
は
つ
か
ま
え
ま
し
た
。
ぼ

く
は
む
し
か
ご
に
い
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
ぼ
く
は
か
え
り
ま
し
た
。

ぼ
く
は
、
の
は
ら
に
い
っ
て
こ
お
ろ
ぎ
を
つ
か
ま
え
ま
し

た
。

そ
し
て
、
こ
お
ろ
ぎ
を
も
っ
て
う
ち
に
か
え
り
ま
し
た
。

ぼ
く
は
、
か
ま
き
り
に
あ
げ
て
み
た
。
そ
し
た
ら
た
べ
な

か
っ
た
。

よ
る
に
な
っ
た
。
ぽ
く
は
、
ご
は
ん
を
た
べ
な
が
ら
、

「
か
ま
き
り
が
、
こ
お
ろ
ぎ
を
た
べ
な
か
っ
た
よ
。」

と
い
っ
た
。
そ
し
た
ら
、
お
か
あ
さ
ん
が
、

「
そ
う
。」

と
い
い
ま
し
た
。

つ
ぎ
の
ひ
に
な
り
ま
し
た
。

ぼ
く
は
お
き
ま
し
た
。
そ
し
て
あ
さ
ご
は
ん
を
た
べ
ま
し

た
。

じ
ゅ
う
じ
ご
ろ
、
か
ま
き
り
と
り
に
い
き
ま
し
た
。
そ
し

て
、ぼ
く
は
さ
が
し
ま
し
た
。
え
だ
に
か
ま
き
り
が
と
ま
っ

て
い
ま
し
た
。
ぼ
く
は
つ
か
ま
え
ま
し
た
。
ぼ
く
は
か
ま

き
り
を
い
っ
し
ょ
に
い
れ
ま
し
た
。
ぼ
く
は
か
え
り
ま
し

た
。
そ
し
て
、
よ
る
に
な
り
ま
し
た
。
よ
る
ご
は
ん
を
た

べ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
つ
ぎ
の
ひ
に
な
り
ま
し
た
。
か
ま
き
り
を
み
ま

し
た
。
そ
し
た
ら
、
ふ
た
り
で
と
も
ぐ
い
を
し
て
、
ふ
た

り
で
し
ん
で
い
ま
し
た
。

し
た
い
を
お
ひ
さ
ま
が
て
ら
し
て
い
ま
し
た
。

ぼ
く
は
、
つ
ち
に
う
め
て
あ
げ
ま
し
た
。
　〈
り
ゅ
う
た
〉

・
き
ょ
う
　
こ
う
て
い
で
か
げ
ふ
み
を
し
て
　
あ
そ
び
ま

し
た
。

　
お
ひ
さ
ま
と
か
ぜ
が
　
い
っ
し
ょ
に
ふ
い
て
　
き
も
ち

よ
か
っ
た
。

　
ど
っ
ち
ぼ
ー
る
を
し
て
　
き
ょ
う
し
つ
に
か
え
っ
て
き

て
　
き
が
え
を
し
た
ら
、
お
ひ
さ
ま
に
あ
た
っ
た
ふ
く

が
、ぽ
か
ぽ
か
し
て
き
も
ち
よ
か
っ
た
で
す
。〈
く
み
こ
〉

・
こ
の
ま
え
、
ぼ
く
の
ア
パ
ー
ト
の
か
い
だ
ん
に
　
ぼ

く
ん
ち
の
ふ
と
ん
が
ほ
し
て
あ
り
ま
し
た
。
ぼ
く
は
　

が
っ
こ
う
の
か
え
り
な
の
で
、
か
ば
ん
を
う
ち
に
お
い

て
、
が
っ
こ
う
で
　
わ
た
る
く
ん
と
や
く
そ
く
し
た
の

で
、
こ
な
い
か
な
あ
と
お
も
っ
て
た
ら
、
わ
た
る
く
ん

が
、
じ
て
ん
し
ゃ
で
き
ま
し
た
。
ぼ
く
は

「
ふ
と
ん
に
の
っ
か
っ
て
あ
そ
ぼ
う
」

と
い
い
ま
し
た
。

わ
た
る
く
ん
も

「
あ
そ
ぼ
う
」

と
い
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ふ
た
り
で
ふ
と
ん
に
の
っ

か
っ
た
ら
、
お
ひ
さ
ま
の
ひ
か
り
が
ふ
と
ん
に
あ
た
っ

て
、
あ
か
る
く
な
っ
て
あ
っ
た
か
く
な
っ
て
ま
し
た
。

ぼ
く
は

「
い
い
き
も
ち
だ
な
あ
」

と
い
い
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　〈
し
ん
た
ろ
う
〉



6

と
を
考
え
て
い
た
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
人
々
が
地
動
説

を
納
得
す
る
ま
で
、
ど
れ
だ
け
な
が
い
年
月
を
必
要
と
し

て
き
た
だ
ろ
う
。「
地
球
は
丸
い
。
地
球
は
太
陽
の
ま
わ
り

を
回
っ
て
い
る
」
な
ど
と
い
う
情
報
は
、
す
ぐ
手
に
は
い

る
け
れ
ど
、
知
識
と
し
て
わ
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
も
し

か
た
が
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。

十
一
　
お
ひ
さ
ま
の
ち
か
ら
が

　
　
　
　
　
よ
わ
く
な
っ
て
秋
が
く
る

サ
ク
ラ
も
イ
チ
ョ
ウ
も
け
や
き
の
葉
も
色
づ
い
て
き

た
。
た
く
さ
ん
鳴
い
て
い
た
コ
オ
ロ
ギ
の
声
も
遠
く
な
っ

て
、
秋
は
静
か
に
深
ま
っ
て
き
て
い
る
。

「
お
そ
く
ま
で
、
あ
そ
ん
で
い
て
、
か
あ
ち
ゃ
ん
に
し
か

ら
れ
た
。」
と
い
う
話
が
出
た
。「
だ
ん
だ
ん
、
ひ
る
が
み

じ
か
く
な
っ
て
る
み
た
い
」
と
気
が
つ
い
た
の
は
も
と
む

く
ん
だ
っ
た
。

「
も
と
む
く
ん
の
考
え
は
ど
う
思
う
か
な
。」
と
聞
い
て
み

た
。

「
そ
う
い
え
ば
、
七
月
頃
、
ず
い
ぶ
ん
暑
く
て
プ
ー
ル
に

は
い
れ
る
く
ら
い
だ
っ
た
け
ど
、
あ
の
と
き
の
お
日
さ
ま

と
ち
が
っ
て
き
て
い
る
か
な
。」

と
今
度
は
聞
い
た
。

子
ど
も
た
ち
は
、
自
分
の
体
験
を
も
と
に
い
ろ
い
ろ
考

え
て
い
る
。
自
分
が
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
を
も
と
に
よ
く

考
え
て
、
新
し
い
事
実
が
わ
か
っ
た
ら
、
そ
れ
を
加
え
て

も
う
い
ち
ど
考
え
て
み
る
。
そ
う
し
た
く
り
か
え
し
が
考

え
る
こ
と
の
お
も
し
ろ
さ
だ
と
思
う
。
こ
の
話
し
合
い
は
、

簡
単
に
結
論
を
出
さ
な
い
で
、
考
え
続
け
る
こ
と
に
し
た

け
れ
ど
、
お
日
さ
ま
の
光
が
草
や
木
や
虫
た
ち
の
く
ら
し

に
変
化
を
与
え
て
い
る
こ
と
だ
け
は
わ
か
っ
て
き
た
よ
う

だ
っ
た
。

冬
の
訪
れ
も
も
う
す
ぐ
だ
。

編
集
部
注
：[

「
カ
マ
ラ
ー
ド
」
14
号
（
１
９
９
４
年
１
月

発
行
）
よ
り
転
載
］

・
こ
の
ご
ろ
　
み
す
ず
ち
ゃ
ん
の
と
こ
ろ
で
あ
そ
ん
で
い

る
と
、
ゆ
う
が
た
お
そ
く
な
る
か
ら
　
か
え
り
な
さ
い

と
い
わ
れ
る
よ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　〈
あ
さ
み
〉

・
ゆ
う
が
た
、
お
か
あ
さ
ん
が
じ
ど
う
か
ん
に
む
か
え
に

き
て
く
れ
る
の
ね
。
ま
え
、
あ
か
る
か
っ
た
け
ど
、
き

の
う
は
く
ら
か
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　〈
ゆ
き
〉

・
こ
の
ご
ろ
、
さ
む
い
の
は
　
お
ひ
さ
ま
の
ち
か
ら
が
よ

わ
く
な
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
　
　
　
　〈
も
と
む
〉

・
か
ぜ
が
　
つ
よ
く
な
っ
て
き
て
、
お
ひ
さ
ま
が
ま
け
て

し
ま
う
と
お
も
う
。
　
　
　
　
　
　
　〈
し
ん
た
ろ
う
〉

・
お
ひ
さ
ま
の
ち
か
ら
は
、
こ
れ
か
ら
だ
ん
だ
ん
よ
わ
く

な
っ
て
い
く
ん
だ
よ
。
お
ひ
さ
ま
は
、
す
こ
し
や
す
ん

で
、
ま
た
、
は
る
に
あ
た
た
か
く
な
っ
て
く
る
。
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　〈
も
と
む
〉

・
お
ひ
さ
ま
が
ね
。
と
お
く
に
い
っ
て
し
ま
う
の
。
と
お

く
に
い
っ
た
と
き
は
さ
む
い
の
。
も
ど
っ
て
き
た
ら
、

ま
た
は
る
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　〈
け
ん
た
〉

た
。

ぼ
く
は
　
な
ん
で
　
あ
か
や
み
ど
り
に
　
け
や
き
は
　
い

ろ
を
か
え
ら
れ
る
ん
だ
と
お
も
い
ま
し
た
。
　〈
わ
た
る
〉

　
　
む
し

む
し
の
な
き
ご
え
が
き
こ
え
な
い
。
ど
う
し
て
な
ん
だ
ろ

う
。

お
ひ
さ
ま
が
と
お
く
へ
い
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
か
い
。

む
し
は
　
お
ひ
さ
ま
こ
い
こ
い

と
い
っ
て
る
み
た
い
だ
よ
。

ぼ
く
は
さ
び
し
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　〈
け
ん
た
〉

　
　
け
や
き

け
や
き
の
は
っ
ぱ
が
　
あ
ま
り
に
き
れ
い
な
の
で
、
み
ん

な
で
　
み
に
い
き
ま
し
た
。

み
ん
な
で
、
は
し
っ
て
　
け
や
き
の
き
ま
で
　
い
き
ま
し

た
。

し
ず
か
に
　
け
や
き
を
み
て
い
た
ら
、
か
ぜ
が
ふ
い
て
、

け
や
き
の
は
っ
ぱ
が
　
を(

お)

ち
て
き
ま
し
た
。

け
や
き
の
は
っ
ぱ
を
み
ん
な
で
じ
ゃ
ん
ぷ
し
て
と
り
ま
し
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　「
作
文
宮
城
」
発
刊
の
こ
と
ば

	
	

	

　
宮
城
県
小
学
校
国
語
教
育
研
究
会
長
　
山
　
内
　
才
　
治

わ
た
く
し
は
卒
直
に
言
っ
て
、
綴
り
方
と
い
わ
れ
て
い
た
頃
に
く
ら
べ
て
、
い
ま
の
作

文
教
育
は
決
し
て
盛
ん
で
あ
る
と
は
思
わ
な
い
。
国
語
教
育
の
中
の
作
文
の
占
め
る
位
置

は
、
話
す
・
聞
く
・
読
む
・
書
く
な
ど
と
均
等
の
位
置
を
占
め
て
い
る
ど
こ
ろ
か
、
実
は
、

こ
の
技
術
は
他
の
教
科
の
分
野
に
お
い
て
も
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
も
っ
て
い
る
筈
な

の
に
、
な
ぜ
に
振
る
わ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
わ
た
く
し
は
い
つ
も
不
審
に
し
て
い
た
。

わ
た
く
し
は
、
徒
に
む
か
し
を
な
つ
か
し
む
も
の
で
は
な
い
が
、
か
つ
て
作
文
に
お
け

る
宮
城
の
名
は
、
実
に
さ
く
さ
く
た
る
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
る
に
い
ま
ど
う
し
て
こ
う

も
か
げ
が
う
す
い
の
で
あ
ろ
う
か
と
、
ひ
と
り
な
げ
い
て
も
み
た
。

と
こ
ろ
が
、
本
会
の
役
員
会
な
ど
で
し
ば
し
ば
話
し
合
い
の
結
果
、
こ
こ
に
全
県
下
小

学
校
の
ご
協
力
を
得
て
、
こ
の
文
集
「
作
文
宮
城
」
を
刊
行
す
る
運
び
に
な
っ
て
、
わ
た

く
し
が
日
頃
い
だ
い
て
い
た
不
審
も
な
げ
き
も
、
立
ち
ど
こ
ろ
に
消
え
去
っ
た
の
で
あ
る
。

わ
た
く
し
は
、
県
下
各
地
か
ら
よ
り
に
よ
っ
て
持
ち
よ
ら
れ
た
原
稿
の
山
が
、
そ
の
ど
れ

も
手
に
と
っ
て
み
て
も
、
ま
さ
に
珠
玉
の
篇
だ
け
で
あ
る
の
に
お
ど
ろ
く
と
同
時
に
、
さ

き
に
抱
い
た
心
配
が
全
く
杞
憂
で
あ
っ
た
こ
と
を
よ
ろ
こ
ん
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
本
文
集
は
戦
後
に
お
け
る
本
県
小
学
校
作
文
教
育
の
最
高
水
準
を
行
く

も
の
で
あ
る
と
自
負
す
る
一
方
、
真
の
作
文
教
育
が
県
下
各
地
区
す
み
ず
み
ま
で
浸
透
し

て
熱
心
に
実
践
さ
れ
て
い
る
現
状
を
深
く
よ
ろ
こ
ぶ
も
の
で
あ
る
。
現
場
の
先
生
方
に
対

し
て
こ
こ
に
満
腔
の
敬
意
と
衷
心
か
ら
の
者
委
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

ね
が
わ
く
は
本
文
集
を
突
破
口
と
し
て
、
こ
の
後
と
も
い
よ
い
よ
作
文
教
育
に
精
進
さ

れ
、
作
文
宮
城
の
金
字
塔
を
う
ち
た
て
ら
れ
ん
こ
と
を
祈
っ
て
、
発
刊
の
こ
と
ば
と
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
二
月
二
十
五
日

《
六
年
生
の
推
薦
文
》

　
白
衣
の
人

	
	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
附
属
・
北
七
　
山
　
崎
　
　
　
望

ぼ
く
は
少
し
い
ら
い
ら
し
て
い
た
。

「
早
く
し
ろ
や
、
ま
す
み
が
ね
む
く
な
っ
た
ぞ
。」

妹
に
ず
け
ず
け
と
い
っ
た
。
ぼ
く
た
ち
は
青
葉
神
社
の
秋
祭
り
に
来
て
い
た
。
妹
は
小

づ
か
い
の
三
十
円
を
手
に
に
ぎ
っ
た
ま
ま
、
何
か
買
お
う
と
し
て
い
た
が
い
つ
ま
で
た
っ

て
も
き
ま
ら
な
か
っ
た
。
小
さ
い
、
ま
す
み
の
手
を
ひ
く
の
に
だ
ん
だ
ん
力
が
は
い
る
よ

う
に
な
っ
た
。

「
あ
っ
、
あ
そ
こ
へ
あ
げ
て
く
る
。」

妹
は
ば
た
ば
た
と
急
に
走
り
出
し
た
。
う
す
暗
い
木
立
の
下
に
小
さ
い
、
ち
ょ
う
ち
ん

を
さ
げ
て
白
衣
の
傷
痍
軍
人
が
立
っ
て
い
た
。
暗
い
光
の
中
で
黒
い
義
手
が
冷
た
く
光
っ

て
い
た
。
妹
は
、
そ
の
さ
し
出
さ
れ
た
は
こ
の
中
に
今
迄
し
っ
か
り
に
ぎ
っ
て
い
た
お
金

を
お
し
げ
も
な
く
お
し
こ
ん
だ
。
ぼ
く
は
向
い
側
に
た
っ
て
い
る
義
足
の
人
の
前
に
立
っ

た
。
ボ
ケ
ッ
ト
か
ら
た
っ
た
一
枚
残
っ
て
い
た
十
円
札
を
だ
し
て
い
れ
た
。
ぼ
く
た
ち
は

急
に
足
が
軽
く
な
っ
て
、
石
段
を
ぽ
ん
ぽ
ん
と
お
り
た
。

お
兄
さ
ん
が
い
な
く
て
よ
か
っ
た
。
お
兄
さ
ん
は
き
っ
と
妹
に
も
こ
の
あ
い
だ
の
よ
う

に
い
う
だ
ろ
う
。

「
そ
ん
な
に
や
っ
こ
と
ね
え
ぞ
、
あ
の
人
た
ち
は
な
、
国
家
が
適
当
な
職
業
を
指
導
し
て

も
、
そ
れ
を
や
ら
ず
に
あ
あ
や
っ
て
乞
食
み
た
い
な
ま
ね
を
し
て
お
金
を
も
ら
っ
て
い
る

「
書
く
力
」
を
つ
け
る
た
め
に
（
２
）

「
作
文
宮
城
」
創
刊
号
は
語
る
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ん
だ
ぞ
、
そ
の
方
が
お
金
に
な
る
か
ら
な
ん
だ
。
あ
の
白
衣
だ
っ
て
か
っ
て
く
る
ん
だ
っ

て
さ
。」

ぼ
く
は
、
妹
に
今
そ
ん
な
こ
と
を
う
け
う
り
す
る
気
に
は
な
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
ど

う
し
て
あ
ん
な
に
し
て
お
金
を
も
ら
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
お
兄
さ
ん
が
い
っ
た

よ
う
に
正
業
に
つ
い
て
い
た
の
で
は
生
活
で
き
な
い
の
で
あ
の
よ
う
に
し
て
街
頭
に
た
つ

の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
国
家
は
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
い
も
の

だ
ろ
う
か
。

お
母
さ
ん
た
ち
の
話
を
き
け
ば
あ
の
人
達
は
、
か
っ
て
は
赤
い
た
す
き
を
か
け
て
、
は

え
あ
る
勇
士
と
し
て
万
歳
、
万
歳
の
声
に
送
ら
れ
て
戦
場
に
で
て
い
っ
た
人
々
だ
そ
う
だ
。

日
本
が
ま
け
た
今
、
街
頭
に
立
っ
て
不
自
由
な
体
で
ギ
タ
ー
を
ひ
き
、
笛
を
ふ
い
て
人
の

情
を
乞
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
い
い
だ
ろ
う
か
。
あ
の
人
た
ち
の

箱
の
中
に
は
一
円
札
と
ほ
ん
の
少
し
の
十
円
札
し
か
入
っ
て
い
な
い
。
ア
メ
リ
カ
に
も
傷

痩
軍
人
が
い
る
だ
ろ
う
。
そ
の
人
た
ち
は
温
い
ベ
ッ
ト
の
中
で
家
族
の
人
に
守
ら
れ
て
安

ら
か
に
ね
て
い
る
だ
ろ
う
。

こ
の
間
ラ
ジ
オ
で
「
軍
人
恩
給
」
と
い
う
題
の
街
頭
録
音
を
き
い
た
が
、
た
い
が
い
の

人
が
反
対
を
し
て
い
た
。
昔
は
そ
れ
ら
の
軍
人
に
国
を
守
っ
て
も
ら
っ
た
の
に
、
ど
う
し

て
そ
ん
な
に
誰
も
が
反
対
す
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
中
で
も
お
ど
ろ
い
た
こ
と
に
は
、
元
軍

人
の
一
人
が
「
軍
人
恩
給
」
な
ど
は
な
く
て
も
い
い
と
い
っ
た
こ
と
だ
。
体
も
完
全
で
立

派
に
働
け
る
人
は
い
い
だ
ろ
う
、
自
分
が
な
く
て
も
す
む
な
ら
、
白
分
の
分
は
傷
痩
軍
人

に
あ
げ
て
下
さ
い
と
な
ぜ
い
わ
な
い
の
だ
ろ
う
。

僕
は
ま
だ
小
さ
く
て
政
治
の
事
も
、
経
済
の
事
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
傷
痩
軍
人
を
救

う
た
め
に
つ
か
う
お
金
に
も
限
り
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
今
の
世
の
中
で
は
こ
の
白
衣

の
人
々
と
同
じ
よ
う
に
苦
し
ん
で
い
る
人
々
が
た
く
さ
ん
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
の

人
た
ち
に
だ
け
お
金
を
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

ぼ
く
は
ど
の
人
の
箱
に
も
入
れ
て
あ
げ
た
い
。
で
も
ぼ
く
は
そ
ん
な
に
お
金
が
な
い
か

ら
町
に
い
っ
た
時
は
、
た
っ
た
一
人
の
人
に
だ
け
十
円
札
を
入
れ
て
あ
げ
る
こ
と
に
し
て

い
る
。

し
か
し
い
つ
に
な
っ
た
ら
あ
の
悲
し
い
調
べ
が
町
か
ら
消
え
る
だ
ろ
う
。
い
つ
に
な
っ

た
ら
冷
た
い
手
足
の
人
が
町
角
か
ら
姿
を
け
す
だ
ろ
う
。
ぼ
く
が
大
き
く
な
っ
た
ら
い
ろ

い
ろ
の
事
を
か
ん
が
え
、
そ
し
て
実
行
し
て
み
た
い
と
思
う
。

み
ん
な
が
、
み
ん
な
の
幸
幅
の
た
め
、
し
ん
け
ん
に
考
え
、
し
ん
け
ん
に
行
っ
た
ら
、

人
間
の
世
界
は
も
っ
と
み
ん
な
が
幸
幅
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
う
。

　
六
年
生
の
作
文
に
よ
せ
て

	
	
	

	
	

	

編
集
委
員
　
石
　
森
　
門
之
助

・
　
六
年
生
の
作
文
と
し
て
、
先
づ
学
校
で
よ
り
す
ぐ
ら
れ
、
次
に
各
市
や
郡
の
予
選
を

通
過
し
て
私
の
机
に
の
っ
た
の
は
、
百
三
十
篇
で
し
た
。

・
　
な
ん
と
い
う
盛
な
こ
と
で
し
ょ
う
。
県
の
各
地
区
も
れ
な
く
、
こ
の
文
集
に
参
加
し

た
こ
と
は
、
今
ま
で
に
な
か
っ
た
そ
う
で
、
こ
の
意
味
で
も
、
こ
の
“
作
文
宮
城
”
は
、

今
の
宮
城
県
の
、
い
ち
ば
ん
り
っ
ぱ
な
文
集
で
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

・
　
よ
り
す
ぐ
ら
れ
た
作
文
で
す
か
ら
、
ど
れ
を
見
て
も
力
の
こ
も
っ
た
も
の
で
、
ど
れ

を
と
り
ど
れ
を
す
て
る
か
に
大
へ
ん
苦
労
し
ま
し
た
。

・
　
け
れ
ど
も
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
で
よ
い
と
い
う
わ
け
に
は
行
き
ま
せ
ん
よ
。
来
年
も
っ

と
よ
い
作
文
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
、
私
の
意
見
や
感
想
を
お
話
し
し
ま
す
か
ら
参
考
に

し
て
下
さ
い
。

一
、
題
材
を
え
ら
ぶ
苦
労
が
少
な
い

う
ち
の
ね
こ
、
う
ち
の
お
母
さ
ん
、
私
の
×
×
、
な
ど
と
い
う
題
材
は
、
一
年
生
か
ら

書
き
な
れ
た
題
で
す
。
×
×
へ
行
っ
た
こ
と
な
ど
と
い
う
の
も
、
つ
づ
り
方
は
、
こ
う
い

う
こ
と
が
ら
を
書
く
も
ん
だ
と
い
う
あ
た
ま
が
誰
に
で
も
あ
る
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

い
つ
も
あ
り
き
た
り
の
題
は
、
内
容
が
よ
ほ
ど
か
わ
っ
て
な
い
と
、
読
む
方
も
、
書
く
方

も
あ
き
て
し
ま
い
ま
す
。
あ
き
て
し
ま
う
も
の
だ
か
ら
、
お
も
し
ろ
い
表
現
が
出
来
な
く

な
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
人
と
か
わ
っ
た
表
現
を
し
た
ら

―
と
考
え
る
で
し
ょ
う
。
誰
で

も
経
験
す
る
書
き
な
れ
た
題
材
は
、
か
わ
っ
た
表
現
を
し
た
ら
よ
い
の
で
す
。
し
か
し
言
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葉
の
上
で
い
く
ら
工
夫
し
た
と
こ
ろ
で
、
お
も
し
ろ
く
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
そ
れ
は
作
者

の
考
え
方
や
感
じ
方
が
、
か
わ
っ
て
い
な
い
と
ダ
メ
な
ん
で
す
。

そ
れ
で
は
、
十
年
に
一
度
、
三
年
に
一
度
と
い
う
め
ず
ら
し
い
事
件
を
書
け
と
い
う
の

か
、
と
あ
な
た
方
は
い
い
た
い
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
で
は
三
年
に
一
度
、
十
年
に
一
度
し

か
作
文
が
書
け
な
い
。

ど
う
し
た
ら
い
い
か
な
。

山
崎
君
の
白
衣
の
人
、
石
巻
ど
ん
ぐ
り
学
級
の
詩
、
大
内
君
の
代
か
き
、
た
ば
こ
の
し
、

ほ
し
が
き
、
い
わ
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
、
な
ど
を
見
る
と
、
こ
の
作
者
た
ち
が
、
自
分
の

く
ら
し
に
つ
い
て
、
よ
く
反
省
し
、
深
く
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
文
が
生
ま
れ

て
来
た
の
で
す
。

一
見
、
な
ん
で
も
な
い
よ
う
な
生
活
に
い
み
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
こ
こ
か
ら
題
材
が
、

そ
の
人
で
し
か
か
け
な
い
題
材
が
生
ま
れ
て
く
る
ん
で
す
よ
。

二
、
説
明
が
多
く
て
、
描
く
こ
と
が
少
な
い

し
か
し
、
い
く
ら
身
の
ま
わ
り
を
見
ろ
、
自
分
の
生
活
を
反
省
せ
よ
と
い
わ
れ
た
と
こ

ろ
で
、
元
気
な
あ
な
た
方
に
は
、
な
か
な
か
苦
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

で
は
、
そ
う
し
た
常
に
生
活
を
観
察
し
反
省
す
る
態
度
を
作
っ
て
い
く
に
は
、
ど
ん
な

勉
強
を
し
た
ら
よ
い
か
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

六
年
生
な
の
に
幼
い
、
と
思
わ
な
い
で
、
何
で
も
、
こ
ま
か
く
思
い
出
し
て
書
く
の
で

す
ね
。
思
い
出
す
と
き
に
、
色
と
か
匂
い
と
か
音
と
か
、
か
ん
じ
と
か
、
手
ざ
わ
り
と
か
、

よ
う
す
と
か
、
姿
と
か
を
特
に
思
い
出
し
て
書
く
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
な
る
べ
く
自
分
の

考
え
を
ひ
っ
こ
め
る
よ
う
に
す
る
ん
で
す
。

た
と
え
ば
、
あ
な
た
方
は
、
自
分
の
心
で
も
、
他
人
の
気
持
ち
で
も
、
う
れ
し
か
っ
た
、

悲
し
か
っ
た
、
く
や
し
か
っ
た

―
と
か
ん
た
ん
に
、
わ
り
き
っ
て
説
明
す
る
け
れ
ど
、

人
間
が
、く
ら
し
の
中
に
い
て
感
ず
る
気
持
は
、こ
ん
な
五
つ
や
六
つ
の
言
葉
で
言
い
き
っ

て
し
ま
え
る
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
す
か
。
笑
い
な
が
ら
泣
い
て
い
る
人
も
い
る
ん
で
す
よ
。

だ
か
ら
、
悲
し
い
と
い
い
き
る
前
に
、
そ
の
人
の
、
動
作
や
口
ぶ
り
や
顔
色
に
気
を
つ
け

て
、
そ
の
ま
ま
、
映
画
を
う
つ
す
つ
も
り
で
描
き
あ
ら
わ
せ
ば
、
か
え
っ
て
、
そ
の
人
の

心
が
生
き
生
き
と
あ
ら
わ
れ
て
く
る
ん
で
す
ね
。

こ
の
よ
う
な
書
き
方
を
、
描
写
と
い
い
ま
す
が
、
こ
の
描
写
の
力
を
養
っ
て
行
く
こ
と

が
、
作
文
の
出
発
点
で
あ
る
と
と
も
に
私
た
ち
が
、
生
活
や
人
に
対
し
て
理
解
を
深
め
て

行
く
態
度
を
作
る
出
発
線
と
も
な
る
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
文
を
書
く
、
ほ
ん
と
う
の
勉
強
が
次
々
と
ひ
ら
け
て
来
て
、
作
文
が
は
じ

め
て
生
活
を
勉
強
す
る
（
社
会
科
と
手
を
と
り
あ
っ
て
）
学
科
と
し
て
生
き
て
く
る
の
で

す
。三

、
そ
の
他

さ
す
が
に
選
ば
れ
た
文
だ
け
あ
っ
て
、
少
女
小
説
か
ら
、
み
方
も
か
き
方
も
ま
ね
し
た

よ
う
な
文
が
少
な
か
っ
た
し
、
文
法
の
ま
ち
が
い
、
字
の
か
き
ち
が
い
な
ど
も
た
い
へ
ん

少
な
か
っ
た
こ
と
を
、
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。

各
地
区
か
ら
、
な
ん
と
か
し
て
多
く
の
人
を
の
せ
た
い
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
ず
い
ぶ

ん
す
ぐ
れ
た
作
品
を
の
せ
か
ね
て
、
た
い
へ
ん
残
念
で
し
た
。

何
に
し
て
も
、
あ
な
た
方
に
と
っ
て
、
こ
の
文
集
が
作
文
の
勉
強
に
役
立
つ
こ
と
が
出

来
た
ら
、
私
た
ち
の
苦
労
が
む
く
い
ら
れ
た
と
い
う
も
の
で
す
。

中
学
へ
行
っ
て
も
、
大
人
に
な
っ
て
も
、
よ
い
文
が
か
け
る
人
に
な
っ
て
下
さ
い
。
さ

よ
う
な
ら
。
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一
、一
九
四
五
年
前
後
の
子
ど
も
た
ち
と
わ
た
し

こ
の
頃
山
に
か
こ
ま
れ
た
、
戸
数
百
戸
ぐ
ら
い
の
小
さ

な
部
落
の
分
校
に
勤
務
し
て
い
ま
し
た
。

分
校
は
小
学
校
四
年
生
ま
で
で
、
一
学
年
十
五
名
ほ
ど

で
、
総
数
六
十
名
。
複
式
学
級
で
二
名
の
教
員
で
し
た
。

部
落
に
は
働
き
盛
り
の
子
ど
も
た
ち
の
父
親
た
ち
・
兄

た
ち
・
姉
た
ち
の
姿
は
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

兵
隊
・
軍
需
工
場
と
か
に
か
り
だ
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

部
落
の
農
家
、
養
蚕
は
女
・
子
ど
も
・
年
よ
り
で
、
戦
争

に
勝
つ
こ
と
を
信
じ
て
働
い
て
い
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
山

合
い
の
土
地
に
は
手
不
足
で
作
物
も
満
足
に
育
た
ず
、
カ

ボ
チ
ヤ
も
イ
モ
も
成
熟
を
待
た
な
い
で
主
食
と
な
っ
て
い

き
ま
し
た
。

学
校
も
小
じ
ん
ま
り
と
学
び
合
っ
て
い
た
の
が
、
学
童

疎
開
促
進
要
項
が
閣
議
で
決
定
さ
れ
る
と
、
分
校
の
児
童

数
は
百
名
を
超
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
古
い
机
・
椅
子
を

出
し
て
も
間
に
合
わ
ず
、
二
人
が
け
な
ど
を
し
て
い
た
の

で
す
が
、
そ
れ
よ
り
困
っ
た
こ
と
に
、
午
後
の
授
業
に
な

る
と
、
ど
こ
か
ら
と
な
く
シ
ク
シ
ク
と
毎
日
泣
き
出
さ
れ

る
の
で
す
。
一
人
泣
き
出
す
と
、
あ
ち
ら
か
ら
も
こ
ち
ら

か
ら
も
顔
を
お
お
っ
て
泣
く
の
で
す
。
原
因
は
わ
か
る
の

で
す
。

「
さ
あ
、
泣
か
な
い
で
歌
い
ま
し
ょ
う
…
…
」
と
は
げ
ま

し
て
も
、

「
お
か
あ
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
帰
り
た
い
」
と
べ
そ
を
か
き

な
が
ら
言
う
の
で
す
。

「
戦
争
に
勝
っ
た
ら
、
お
か
あ
さ
ん
や
お
と
う
さ
ん
、
む

か
え
に
来
る
ん
だ
か
ら
ね
、
そ
れ
ま
で
が
ん
ば
ら
な
く
て

は
…
…
」
と
言
う
と
、

「
い
つ
戦
争
に
勝
つ
の
」
と
問
わ
れ
る
の
で
す
。

「
い
ま
に
神
風
が
吹
い
て
、
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
の
飛

行
機
も
軍
艦
も
み
な
吹
き
と
ば
さ
れ
て
、
日
本
は
勝
つ
の

よ
」

と
し
か
答
え
て
や
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
物
心

つ
く
頃
か
ら
天
皇
は
現
人
神
、
身
は
鴻
毛
の
軽
さ
に
等
し

く
、
天
皇
の
た
め
に
死
す
る
こ
と
は
、
忠
義
で
あ
り
孝
行

で
あ
る
と
教
え
ら
れ
、
生
ま
れ
て
は
じ
め
て
習
う
国
語
教

科
書
も
、「
サ
イ
タ
　
サ
イ
タ
　
サ
ク
ラ
ガ
サ
イ
タ
」
か
ら
、

つ
ぎ
の
つ
ぎ
ぐ
ら
い
に
「
ス
ス
メ
　
ス
ス
メ
　
ヘ
イ
タ
イ

　
ス
ス
メ
」
と
あ
り
、
日
本
の
国
は
軍
人
が
牛
耳
っ
て
、

学
校
教
育
で
も
そ
う
い
う
こ
と
で
、
八
紘
一
宇
と
か
聖
戦
・

東
洋
平
和
、
き
っ
と
神
風
が
吹
く
な
ど
と
い
う
言
葉
を
信

じ
こ
ま
さ
れ
て
育
っ
て
き
た
の
で
、そ
れ
き
り
言
え
な
か
っ

た
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
最
後
ま
で
神
風
と
い
え
る
も
の
は
吹
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
食
べ
も
の
着
る
も
の
の
欠
乏
、
軍
需
工
場

に
送
る
た
め
の
山
菜
と
り
の
労
働
、
ノ
ミ
・
シ
ラ
ミ
・
空

襲
警
報
に
よ
る
安
眠
妨
害
で
、
子
ど
も
た
ち
の
顔
は
青
黒

く
限
界
に
近
づ
い
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
八
月
十
五
日
、
天
皇
の
詔
勅
を
ラ
ジ
オ
で
き
き

ま
し
た
。
天
皇
は
現
人
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
声
な

ど
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
神
の
声
は

何
を
語
っ
て
い
る
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
徹
底
抗

戦
か
降
伏
か
ど
ち
ら
か
と
思
っ
て
い
ま
し
た
ら
、
六
十
歳

を
す
ぎ
た
分
校
主
任
は
、
子
ど
も
た
ち
を
前
に
、「
日
本
は

負
け
た
と
同
じ
に
な
っ
た
ん
だ
…
…
」
と
い
っ
て
、
負
け

た
と
は
い
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
れ
か
ら
の
主
任
は
、

「
わ
た
し
は
す
っ
か
り
気
力
を
失
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

貞
子
さ
ん
、
い
っ
し
ょ
に
集
め
て
授
業
し
て
く
だ
さ
い
」

と
言
っ
て
、ご
自
分
は
職
員
室
で
、書
類
の
整
理
を
し
た
り
、

和
歌
の
よ
う
な
も
の
を
詠
じ
る
日
が
多
く
な
り
ま
し
た
。

授
業
と
い
っ
て
も
、
間
も
な
く
進
駐
軍
が
入
っ
て
き
て

か
ら
は
、
当
時
の
皇
国
史
観
の
も
と
編
集
さ
れ
て
い
た
国

定
教
科
書
か
ら
、
皇
国
の
賛
美
・
軍
国
的
な
も
の
に
墨
を

「
書
く
力
」
を
つ
け
る
た
め
に
（
３
）

「
綴
り
方
」
と
出
会
え
て
よ
か
っ
た

太
　
田
　
貞
　
子
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ぬ
っ
て
消
す
と
か
、
切
り
取
る
と
い
う
し
ご
と
が
あ
り
ま

し
た
。

昨
日
ま
で
声
高
ら
か
に
朗
読
し
て
い
た
教
材
に
、
翌
日

に
は
墨
を
ぬ
っ
て
消
す
と
い
う
行
為
に
、
こ
れ
ま
で
の
は

ウ
ソ
で
す
、
マ
チ
ガ
イ
で
し
た
な
ど
と
言
え
る
心
境
で
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
国
で
定
め
た
教
材
を
否
定
す
る
と

い
う
こ
と
と
、
白
分
の
心
が
は
っ
き
り
、
そ
う
す
る
こ
と

が
当
然
で
あ
る
と
、
い
ま
ま
で
の
生
活
か
ら
言
え
る
だ
け

に
至
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
こ
の
よ
う
に
ま
と
も

な
理
由
を
子
ど
も
た
ち
に
言
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、

疎
開
の
子
ど
も
た
ち
に
言
っ
た
「
神
風
」
の
こ
と
が
、
次

第
に
心
に
残
り
、
国
で
定
め
た
こ
と
に
も
、
ひ
と
を
だ
ま

す
こ
と
が
あ
る
。
二
度
と
手
先
に
も
な
り
た
く
な
い
と
思

う
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

一
九
四
六
年
に
な
っ
て
も
、
物
の
乏
し
さ
は
変
わ
ら
な

い
け
れ
ど
も
、
国
内
に
い
た
軍
人
の
上
層
部
の
家
庭
と
か
、

資
産
家
に
は
庶
民
が
考
え
て
も
い
な
い
食
糧
が
あ
っ
た
と

か
、
戦
い
の
際
こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
か
と
、
戦
争
の

真
相
が
少
し
ず
つ
伝
わ
っ
て
く
る
中
で
、
学
校
で
は
、
校

長
・
教
頭
を
含
め
た
教
員
が
み
ん
な
で
、
民
主
主
義
と
は
と
、

ひ
と
つ
の
行
事
を
す
る
に
も
、
頭
を
寄
せ
合
っ
て
考
え
合

う
時
代
に
変
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

二
、「
日
記
」
で
子
ど
も
た
ち
の
心
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
な
い
で
い
こ
う

あ
た
ら
し
い
年
度
に
入
っ
て
、
こ
の
分
校
も
四
年
生
ま

で
だ
っ
た
の
が
、
六
年
生
ま
で
に
な
り
、
教
師
も
複
式
学

級
な
の
で
三
名
に
な
り
ま
し
た
。
教
材
は
と
い
う
と
教
師

の
手
作
り
が
ま
だ
続
い
て
い
ま
し
た
し
、
世
の
中
は
正
し

い
者
が
損
を
す
る
と
い
う
風
潮
と
、
落
ち
込
み
、
自
己
中

心
と
貧
し
い
中
で
、
寄
り
ど
こ
ろ
を
失
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
中
で
分
校
は
ど
う
あ
っ
た
ら
よ
い
の
か
、
と
も
か

く
子
ど
も
た
ち
に
生
き
る
力
を
与
え
な
け
れ
ば
と
考
え
、

日
記
を
書
か
せ
、
そ
こ
か
ら
、
も
の
の
見
方
・
考
え
方
・

感
じ
方
を
お
た
が
い
に
学
び
合
っ
て
い
こ
う
と
申
し
合
わ

せ
ま
し
た
。
わ
た
し
た
ち
は
毎
日
書
い
て
き
た
日
記
に
コ

メ
ン
ト
を
入
れ
、
子
ど
も
た
ち
の
生
活
や
考
え
を
、
授
業

で
も
と
り
あ
げ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
わ
た
し
が
分
校

に
在
職
す
る
間
続
き
ま
し
た
。

「
日
本
国
憲
法
」「
教
育
基
本
法
」「
日
教
組
」
が
で
き
て
、

上
か
ら
の
命
令
に
た
だ
た
だ
従
わ
な
く
て
は
い
け
な
い
生

活
と
比
べ
る
と
、
責
任
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
み
ん
な
で
考

え
て
決
め
る
社
会
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
実
感
し
て
い
っ

た
の
で
す
。

そ
し
て
、
無
着
成
恭
の
『
山
び
こ
学
校
』
が
出
、
江
口

江
一
の「
母
の
死
と
そ
の
後
」を
涙
を
ふ
き
ふ
き
読
み
合
い
、

わ
た
し
た
ち
の
日
記
指
導
も
よ
か
っ
た
の
だ
と
白
信
が
つ

い
た
の
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
目
を
向

け
さ
せ
て
い
っ
た
ら
よ
い
か
、
ど
う
記
述
の
指
導
を
し
た

ら
よ
い
か
、
こ
の
子
は
こ
ん
な
す
ば
ら
し
い
考
え
を
も
っ

て
い
る
と
か
、
毎
日
職
員
室
で
の
話
題
に
な
り
ま
し
た
。

一
九
四
六
年
度
に
赴
任
さ
れ
た
分
校
主
任
の
加
茂
先
生

に
は
、
北
方
教
育
運
動
の
話
も
、
作
品
の
見
方
な
ど
と
い
っ

し
ょ
に
話
題
の
中
で
話
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

戦
時
中
の
学
校
で
学
び
、
軍
事
教
練
・
防
空
壕
ほ
り
・

軍
需
工
場
に
か
り
出
さ
れ
た
り
し
て
、
乏
し
い
学
力
し
か

身
に
つ
い
て
な
い
わ
た
し
に
と
っ
て
は
、
こ
の
時
代
が
民

主
主
義
を
学
び
、
教
員
と
し
て
の
力
を
養
っ
て
い
た
だ
い

た
期
間
で
あ
る
と
と
も
に
、「
綴
り
方
」
に
つ
い
て
も
、
手

ほ
ど
き
を
し
て
い
た
だ
い
た
よ
う
に
思
い
起
こ
さ
れ
ま
す
。

三
、「
作
文
み
や
ぎ
」
編
集
の
先
生
方

「
山
び
こ
学
校
」
が
出
て
二
年
ほ
ど
た
っ
た
一
九
五
三

年
、「
作
文
み
や
ぎ
」
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
一
九
六
五
・
六

年
頃
ま
で
に
、
何
度
も
わ
た
し
た
ち
の
分
校
の
子
ど
も
の

作
品
が
推
薦
文
に
え
ら
ば
れ
、
三
月
三
日
前
後
の
日
曜
日

に
、
白
萩
荘
（
現
在
の
「
ホ
テ
ル
白
萩
」）
に
作
品
の
指
導

者
が
招
か
れ
、
作
品
の
で
き
る
ま
で
を
話
し
、
ご
馳
走
を

い
た
だ
き
な
が
ら
、
編
集
に
あ
た
ら
れ
た
先
生
方
の
お
話

を
伺
う
の
で
す
が
、
子
ど
も
の
作
品
に
心
か
ら
感
動
し
て

く
だ
さ
る
の
で
す
。
そ
の
こ
と
が
、
作
品
を
ど
う
読
む
か
、

ど
う
子
ど
も
に
返
し
て
や
る
か
の
指
針
を
教
え
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

当
時
の
編
集
委
員
の
佐
々
木
正
先
生
（
県
の
国
語
教
育

研
究
会
会
長
）、
菅
原
安
彦
先
生
、
遣
水
満
雄
先
生
、
村

田
幸
造
先
生
・
小
泉
定
光
先
生
で
、
話
を
き
い
て
い
る
と
、

そ
の
表
情
か
ら
お
お
ら
か
で
、
あ
た
た
か
い
や
さ
し
さ
が

伝
わ
っ
て
き
た
の
で
す
。

そ
の
頃
の
ク
ラ
ス
の
子
ど
も
の
作
品
に
、
真
壁
初
江
の

「
別
家
に
な
っ
た
」
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
家
族
の
生
き
方

に
心
を
打
た
れ
励
ま
さ
れ
た
、
わ
た
し
に
と
っ
て
忘
れ
ら

れ
な
い
作
品
の
ひ
と
つ
に
な
り
ま
す
。
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四
、　
　
　
　
の
前
後

敗
戦
か
ら
民
主
教
育
が
生
ま
れ
、「
教
え
子
を
再
び
戦

場
に
送
る
な
」
と
日
教
組
に
団
結
し
て
い
っ
た
の
も
つ
か

の
間
、
一
九
五
六
年
に
は
教
科
書
統
制
と
か
、
勤
務
評
定
。

一
九
六
五
年
に
は
中
教
審
か
ら
「
期
待
さ
れ
る
人
間
像
」

な
る
も
の
が
発
表
さ
れ
て
、
次
第
に
逆
の
道
を
た
ど
り
は

じ
め
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
情
勢
に
な
っ
て
い
き

ま
し
た
。
一
九
六
六
年
十
月
二
十
一
日
、
公
務
員
の
ス
ト

権
剥
奪
の
代
償
機
関
と
し
て
人
事
院
が
創
設
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
日
本
政
府
は
こ
れ
ま
で
人
事
院
の
勧
告
を
一
度

も
、
完
全
実
施
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

日
教
組
の
10
・
21
闘
争
は
、
そ
う
し
た
政
府
に
対
す
る

完
全
実
施
要
求
と
、
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
平
和
を
求
め
る
も
の

で
し
た
。
こ
の
闘
争
が
発
表
に
な
っ
て
以
来
、
分
会
で
は

連
日
会
議
を
も
ち
、
闘
争
委
員
会
の
様
子
に
対
す
る
自
分

た
ち
の
考
え
を
の
べ
た
り
、「
違
法
行
為
」
だ
か
ら
と
い
う
、

教
育
委
員
会
か
ら
の
通
達
に
対
し
て
も
話
し
合
い
ま
し
た
。

そ
の
こ
ろ
わ
た
し
は
本
校
に
勤
務
し
、
組
合
教
研
な
ど
で

い
っ
し
ょ
に
学
ん
で
い
た
佐
々
木
先
生
、遠
藤
先
生
も
い
っ

し
ょ
だ
っ
た
の
で
、
あ
の
「
墨
ぬ
り
の
教
科
書
」「
神
風
が

吹
く
」
の
話
も
で
て
、
政
府
だ
っ
て
国
民
を
あ
ざ
む
く
こ

と
が
あ
り
、
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
こ
と
に
も
な
る
こ

と
が
あ
る
と
体
験
し
た
わ
た
し
た
ち
は
、
真
実
を
求
め
、

真
実
を
教
え
よ
う
と
こ
こ
に
至
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
や
、
ど
ん
な
法
で
あ
っ
て
も
、
法
に
ふ
れ
れ

ば
何
ら
か
の
形
で
必
ず
マ
イ
ナ
ス
の
面
を
負
う
、
し
か
し

法
に
ふ
れ
る
も
の
み
な
必
ず
し
も
正
し
く
な
い
の
だ
と
断

言
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
、
と
も
話
し
あ
い
ま
し
た
。
そ
し

て
佐
々
木
先
生
は
、

「
も
し
マ
イ
ナ
ス
の
面
、重
く
て
ク
ビ
だ
ろ
う
。
そ
う
な
っ

た
ら
、塩
釜
の
親
戚
か
ら
魚
を
仕
入
れ
、行
商
す
る
覚
悟
だ
」

遠
藤
先
生
は
、

「
お
れ
は
労
働
に
耐
え
る
体
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
何
で

も
働
け
る
」

と
話
さ
れ
た
の
を
聞
い
て
、
家
族
で
話
し
合
い
、
農
業
な

ら
で
き
る
か
と
も
思
い
、
な
ん
と
し
て
も
、
こ
れ
か
ら
の

教
育
界
に
人
事
院
勧
告
完
全
実
施
と
い
う
、
ひ
と
つ
の
遺

産
を
残
す
か
残
さ
な
い
か
の
責
任
を
い
ま
荷
っ
て
い
る
の

だ
と
い
う
結
論
で
、
分
会
員
中
一
名
の
不
参
加
を
残
し
て

半
日
ス
ト
に
入
っ
た
の
で
し
た
。
玄
関
か
ら
一
せ
い
に
出

て
、
バ
ス
に
乗
る
時
振
り
返
っ
て
見
た
ら
、
校
長
や
わ
け

を
知
っ
て
い
る
担
任
の
子
ど
も
た
ち
は
、
手
を
ふ
っ
て
い

ま
し
た
。
大
河
原
の
集
会
場
は
、
つ
め
た
い
川
風
が
吹
い

て
い
た
け
れ
ど
も
、
知
り
合
い
の
仲
間
た
ち
と
手
を
と
り

合
っ
て
決
意
を
強
め
合
っ
た
の
で
し
た
。
翌
朝
ど
ん
な
こ

と
が
あ
る
か
と
半
ば
不
安
で
出
勤
し
ま
し
た
ら
、
職
員
室

は
平
静
で
、
み
ん
な
に
こ
や
か
に
し
て
い
た
と
こ
ろ
へ
教

頭
が
憮
然
と
し
た
顔
で
入
っ
て
き
て
、

「
お
れ
の
出
世
さ
ま
た
げ
ら
れ
た
」

と
、
ど
な
り
ま
し
た
。
わ
た
し
た
ち
は
自
分
の
教
室
へ
去

り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
翌
一
九
九
七
年
三
月
末
の
、
校
内

分
散
会
の
席
で
わ
た
し
は
戒
告
処
分
と
転
任
辞
令
を
受
け
、

ス
ト
に
一
人
も
参
加
し
な
い
川
崎
小
学
校
に
行
く
こ
と
に

な
っ
た
の
で
す
。

新
し
い
地
の
職
員
室
は
変
で
し
た
。
大
き
い
学
校
か
ら

か
と
思
い
、
わ
た
し
に
は
子
ど
も
た
ち
が
居
る
と
、
自
分

に
言
い
き
か
せ
て
静
か
に
し
て
い
ま
し
た
。
あ
る
時
た
ま

た
ま
職
員
室
に
行
っ
た
ら
、

「
お
ら
ほ
さ
、
こ
ん
ど
犯
罪
者
が
来
た
ん
だ
や
な
あ
」

「
な
に
、
犯
罪
者
…
…
」

「
違
法
行
為
を
し
た
も
の
は
、
犯
罪
者
だ
。
戒
告
処
分
受

け
て
ん
だ
」

こ
の
よ
う
な
会
話
を
聞
き
ま
し
た
。
明
ら
か
に
わ
た
し

の
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
は
あ
ま
り
職
員
室
に
は
近
寄
ら

ず
、
子
ど
も
た
ち
と
居
る
時
間
が
多
く
、
一
枚
文
集
と
と

り
組
ん
で
い
ま
し
た
。

子
ど
も
た
ち
は
前
任
地
の
子
ど
も
た
ち
と
同
様
、
か
ざ

ら
ず
素
直
で
、
他
の
地
域
の
綴
り
方
を
読
ん
で
や
る
と
、

そ
の
地
域
は
ど
ん
な
所
、
な
ぜ
出
か
せ
ぎ
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
す
か
、
と
い
う
よ
う
に
物
事
を
追
求
し
よ

う
と
す
る
生
活
も
で
き
て
い
き
ま
し
た
。

秋
に
な
っ
て
、
村
上
百
合
信
の
「
松
倉
先
生
」
の
作
品

が
で
き
て
、
一
枚
文
集
を
教
室
の
う
し
ろ
に
は
っ
て
お
い

た
ら
、そ
れ
を
い
つ
読
ん
だ
の
か
、教
務
主
任
が
職
員
室
で
、

「
お
ら
、
松
倉
先
生
を
表
か
ら
ば
り
見
て
い
た
ん
だ
な
、

子
ど
も
た
ち
の
行
動
に
松
倉
先
生
は
感
動
し
、
そ
の
感
動

す
る
姿
に
子
ど
も
た
ち
は
、
ま
た
感
動
し
て
作
文
を
書
い

た
ん
だ
べ
な
あ
」

と
、
わ
た
し
に
言
っ
た
と
き
、
子
ど
も
た
ち
と
居
て
よ
か
っ

た
と
思
う
と
と
も
に
、
綴
り
方
を
少
し
で
も
わ
か
っ
て
も

ら
え
た
こ
と
で
う
れ
し
く
感
じ
ま
し
た
。

10
・
21
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五
、
組
合
教
研
・
民
教
研
・
サ
ー
ク
ル

川
崎
小
学
校
に
転
勤
し
た
そ
の
年
度
に
、
新
潟
で
行
わ

れ
た
全
国
教
研
に
行
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
校
長
に
、

「
教
科
の
分
科
会
に
出
席
す
る
の
だ
か
ら
、
行
く
こ
と
を

ゆ
る
す
…
…
」

な
ど
と
言
わ
れ
て
行
っ
た
の
で
す
が
、
開
会
行
事
に
歌
っ

た
「
緑
の
山
河
」
に
、
涙
が
と
め
ど
な
く
あ
ふ
れ
で
た
の

が
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
か
ら
、
宮
崎
典
男
先
生
に
も
教
え
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
日
本
作
文
の
会
の
国
分
一
太
郎
先
生
、

田
宮
輝
夫
先
生
、
後
藤
彦
十
郎
先
生
、
遠
藤
豊
吉
先
生
方

と
教
研
・
民
教
研
を
と
お
し
て
「
綴
り
方
」
ば
か
り
で
な

く
、
人
間
と
し
て
の
生
き
方
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
そ
の
頃
の
綴
り
方
に
、

佐
藤
た
つ
え
（
五
年
）「
釜
房
ダ
ム
が
で
き
る
の
で
」

尾
形
　
喜
一
（
六
年
）「
バ
イ
ン
ダ
ー
で
稲
を
刈
る
」

石
井
小
百
合
（
四
年
）「
カ
ラ
ー
テ
レ
ビ
を
買
っ
た
」

大
宮
　
　
悟
（
二
年
）「
あ
た
ら
し
い
田
ん
ぼ
が
で
き
た
」

な
ど
が
あ
っ
て
、
そ
の
時
代
、
時
代
に
子
ど
も
た
ち
は
ど

の
よ
う
に
生
き
、
何
を
思
い
、
何
を
感
じ
、
考
え
て
い
た

の
か
を
綴
り
方
で
伝
え
て
く
れ
て
、
わ
た
し
を
励
ま
し
て

く
れ
た
の
で
す
。

六
、
そ
し
て
戦
後
五
十
年
こ
れ
か
ら
を

敗
戦
の
と
き
の
「
神
風
が
ふ
く
」「
墨
ぬ
り
国
定
教
科
書
」

の
こ
と
か
ら
、
二
度
と
ウ
ソ
つ
き
人
間
に
は
な
り
た
く
な

い
と
い
う
思
い
を
い
だ
い
て
、
五
十
年
生
き
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
今
年
六
月
二
十
九
日
に
発
表
さ
れ
た
、
来
年
度
使

用
さ
れ
る
教
科
書
検
定
の
結
果
公
表
で
、
小
学
校
の
一
部

の
例
と
し
て
『
日
の
丸
と
侵
略
は
関
係
づ
け
な
い
』『
南
京

事
件
の
犠
牲
者
数
を
削
除
す
る
』
な
ど
と
い
う
こ
と
を
新

聞
で
見
ま
し
た
。
都
合
の
悪
い
こ
と
を
、
お
お
い
か
く
そ

う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
。
い
ま

さ
ら
な
が
ら
、「
綴
り
方
」
で
養
わ
れ
る
子
ど
も
の
、
も
の

の
見
方
・
考
え
方
・
感
じ
方
の
意
味
・
大
切
さ
・
す
ば
ら

し
さ
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
先
輩
が
遺
し

て
く
れ
た
「
綴
り
方
」
の
し
ご
と
を
、
語
り
継
い
で
行
か

ね
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

（
宮
城
作
文
の
会
）

編
集
部
注
：[

「
教
育
文
化
」３
４
６
号（
１
９
９
６
年
１
月
）

よ
り
転
載
。
原
題
に
は
「
わ
た
し
の
戦
後
教

育
五
十
年
」
が
つ
い
て
い
ま
す]

　
こ
ま
ま
わ
し

	
	

	
	

	
	

	
	

大
　
宮
　
美
　
香

た
か
い
お
そ
ら
か
ら
、
小
さ
な
ゆ
き
が

そ
そ
そ
そ
と
ふ
っ
て
い
た
と
き
、

わ
た
し
は
こ
ま
ま
わ
し
の
こ
と
を
か
ん
が
え
ま
し
た
。

そ
と
へ
で
て
こ
ま
の
ひ
も
を
、

ぎ
っ
ぎ
っ
ぎ
っ
ぎ
と
ひ
っ
ぱ
り
な
が
ら
ま
き
ま
し
た
。

つ
も
っ
た
ゆ
き
の
上
に
、
し
ゅ
っ
と
な
げ
た
ら
、
こ
ま
は
よ
こ
む
き
に
な
っ
て
、
ぐ
る
ぐ
る
ま
わ
り
ま
し
た
。

白
い
ゆ
き
が
、
さ
さ
さ
さ
と
お
と
が
し
て
、
こ
ま
に
は
じ
か
れ
ま
し
た
。

じ
ど
う
し
ゃ
の
た
い
や
が
、
ゆ
き
を
は
じ
い
て
は
し
っ
て
い
く
と
き
と
お
な
じ
よ
う
に
、
は
じ
き
ま
し
た
。

な
ん
か
い
ま
わ
し
て
も
、
ゆ
き
の
上
で
は
、
よ
こ
む
き
に
し
か
ま
わ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
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似の問題を一人一人に操作をさせました。

ここで，この操作に対応させながら計算方法（か

くす・たてる・かける・ひく）をまとめました。

１学期に学習済みの筆算と「一の位をかくして（無

視して）商の見当をつける」ところが違うので，

一の位を画用紙で隠してやりました。

●　もらえないかも知れない不安感，

　　　　　　　　　それが仮商の本質

次は，修正が必要になる問題です。前時までの

学習でユウタ君は「右端の３人がもらえるかどう

か心配だ」と言っていました。そう思っている子

はいい感性を持っていると思いました。

下の写真のように86÷27の場合は，十の位で

仮商の４を見つけて，タイル操作しました。する

と足りません。

操作をこのままにして筆算を書きました。４た

てて27とかけ算すると１０８になり８６から引け

ません。（引けないことが数字でも分かる）

この操作と筆算を同時に見て，「１本減らす」と

いう操作から「４から１減らして３に直す」とい

う計算方法が分かるようにしました。ユウタ君の

もやもやは「引けないときに１減らす」というこ

とで晴れたのです。そして，同時に「それでも足

りないときは，どうするの。」という新たな疑問が

生まれました。

これは類推して分かります。こういうときは，

「どうすればいいと思う」と先に問いかけて「また，

１本減らせばいいと思う」ということを仮説とし

て立てておいて，タイル操作で確認する授業展開

で納得させます。

●　切り捨て法で一貫して進める

２桁÷２桁のわり算は４０９５題あり，そのう

ち５題だけが商を５回修正する「難問」なので，

教科書の前半で扱っている「切り捨て・仮商を減

らす」方法で一貫して指導する方がいいと思って

います。

教科書（Ｐ１０９）では78÷19のような場合

78÷20と見なして３をたてさせます（下図）。

そして，余りが除数より大きい場合「まだひけ

るので，かりの商を

１大きくする」とい

う計算を教えること

になっています。

これは，完全に計

算手順が逆になるの

で，混乱してしまい正しく計算できない子が少な

からず出てきます。教科書が記載している「かり

の商が大きすぎたときは，商を小さくしていきま

す。」と「かりの商が小さすぎたときは，商を大き

くしていきます。」は，大人の私たちが考えるより，

ずっとわかりにくい規則のようです。

つまり，わり算の操作と計算の中に，概数（切

り捨てるか切り上げるか）の考え方と余りが除数

より大きいか小さいかの判別を持ち込んでしまい，

仮商のあるわり算をより複雑なものにしていると

言わざるを得ません。そして，１１０ページには

除数が15の問題を提示して，下図にように切り捨

て法と切り上げ法を併記しています。

私は，切り捨て法をしっかりと理解して自信を

持って２桁のわり算ができるようになったときに，

まったく逆の切り上げ法が見えるようになると思

うのです。一つのことをよく理解することが他の

ことをよく理解することを促す。そして，対立す

る概念を獲得することによって，一つのことをよ

り深く理解することができると思うのです。

（仙台市立向山小学校）
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Ｃ　そう。どうしてかっていうと２３の段はな

いから計算は無理だ。

Ｔ　じゃ，降参だな。

Ｃ　分けてみれば，わかるよ。

というやりとりで，計算方法は分からなくても目

の前のキャラメルを実際に分ければ答えが分かる

ことに気づきました。ときには，計算方法が分か

らないので立ち往生してしまうこともあります。

４年生くらいになると「算数は計算する勉強」と

いう思い込みが強くて，操作や実験で答えを導く

という発想が失われてしまうのでしょう。

●　キャラメルをタイルに置き換えて，

　　　　　　　　　　　一人一人操作させる

「キャラメルの代わりにみんなはタイルを使って，

実際に分けて答えを求めよう。」と提案し，タイル

を水槽図シート（かけわりシート）に分けさせま

した。

２人の子ど

もが箱から出

してバラにし

て配りたいと

いうので，箱

のまま分けた

いという子たちと同時にさせました。すると，46

個は意外に数が多く配るまで時間がかかりました。

そして，とても面倒でした。どちらのやり方も答

えは２個になるけれど，箱のままの方がいいとい

うことがよく分かったのです。ここで，46÷ 23

＝２ということが分かり，キャラメルでもやって

みようと進めました。

●　キャラメルを実際に分けてみる

Ｔ　箱から出してバラにせずに，箱のまま分け

ましょう。

Ｃ　先生，班は４人だから，班に１箱渡せば２

個もらえて，あと２個余るから別な班の人に

分ければいいよ。

Ｔ　そうか。班のリーダーに箱のまま配れば，

そういうふうに分けられるね。でも，ちょっ

と面倒だね。もっと分けやすい方法はないか

な。

Ｃ　先生，箱に１０個入っているから，グルー

プを１０人にすれば，もっと簡単だよ。

Ｔ　えっ，どういうこと。

Ｃ　４人だとちょうどよくなくて，１０人だと

すぐ分けられる。

Ｔ　そうか。じゃ，やってみようね。１０人グルー

プを作ってください。（机を移動して１０人グ

ループを２つと，グループにならない３人を

教室内に作る）並び終わったから，このキャ

ラメルを箱のままリーダーに渡すんだね。

Ｃ　２箱配れるよ。

Ｔ　そうすると，１人に何個配れるの。

Ｃ　２個です。

Ｔ　そうか。グループに２箱配ると，１人２個

もらえることになる。

●　タイル操作が計算方法を決定する

教室でのこの実験をタイルで再現すれば，２本

を１０人のところに「いっきにドンと入れる」と

いう操作になります。そして，この操作が計算方

法に直接結びつ

きます。適応問

題 63 ÷ 21 を

子どもたちに操

作させると，３本をいきなりドンと10人の仕切り

に置きました。

この操作がなぜできたか尋ねると，「６本を２グ

ループに分ければ３本ずつ配れるから」と明快に

答えます。この「十の位で商の見当をつけて分ける」

考え方を全員に浸透させるために，２つくらい類

６本と２グループで見当をつける

0 10 20 21

①　46 ÷ 23 の一の位をかくして，

　　４÷２で商の見当を付ける　　　　かくす

②　４÷２は２　を一の位にたてる　　たてる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２

　　　　　　　　　　　　　２　３　４　６

③　かくしていた紙を取って　　　　４　６

　　　２３×２　　　　　　　　　　　　０

　　　２×３は６

　　　２×２は４で４６　　　かける

④　４６－４６は０　　　　　ひく
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●　数のかたまり感を子どもにつかませる

２桁のわり算の指導では，十がかたまりになっ

ている場面が必要だから，教科書では１０枚を束

にした色紙を分ける問題（「新しい算数」４上，東

京書籍，Ｐ１０３）を掲載している。

【問題】色紙が６０枚あります。この色紙を１人

に20枚ずつ分けると，何人に分けられますか。

（教科書にはこのような絵が掲載してある）

そして，「１０をもとにして考えると，60÷20

の商は，6÷2の計算で求められます。」とまとめ

ている。このまま授業してもよさそうに見えるが，

私は「子どもたちが色紙１０枚の束で十のかたま

りを強く感じるだろうか」と思うのです。そこで

私は10個入りの箱入りキャラメル（百円均一の店

で入手）を使いま

す。

それから，私は

60÷ 20 のような

「何十でわる計算」

は後回しにして，46÷ 23のような普通の２桁の

わり算から始めることにしています。一の位が０

（空位）の数は普通の２桁の数の特別な場合である

ということと，子どもにとって６０個のキャラメ

ルと63個のキャラメルというのは大人が考えるよ

うに同類には見えないということが，後回しにす

る理由です。つまり，63÷ 21を 60÷ 20と見な

すという別な思考が必要になり，なぜそう見ると

いいかを納得できないのです。さらに，63÷ 21

ができるようになれば，60÷ 20は自ずとできる

ことも，その理由です。

●　包含除では計算方法にたどり着かない

東京書籍版教科書の最初の設問は「包含除」（Ｐ

１０５）です。

【問題】色紙が８７枚あります。この色紙を１

人に２１枚ずつ分けると，何人に分けられて，

何枚あまりますか。

ここは子どもたちがいろいろな方法で答えを見

つけるので研究授業などでよく取り上げられるよ

うです。子どもたちは，

①　絵を描いて２３枚ずつ取って何回取ったか

で答える。

②　全体量から何回引けるか計算する（累減）。

③　２３に×１，×２……とかけて全体量内の

数に収まる場合を答えにする。

④　２３を単位とする数直線をかき全体量内に

何単位あるか数える。

などの方法で答えを求めます。しかし，子どもた

ちが考えた方法は「十の位に着目して仮商を立て

る」筆算のやり方にどれ一つ生かすことができま

せん。そこで，私が取り組んだ授業を紹介します。

●　10 個入りの箱入りキャラメルを

　　　　　　　　　　子どもたちで分ける

実際にキャラメルを分けたいので，学級

の子どもたちの人数（除数）を一の位が１～

３になるように担任や校長先生なども含めて

２１，２３，３１，３２人などで設定します。

全部で４６個のキャラメルを，２３人で分

けると，１人分は何個になりますか。

式を立てて46÷23を子どもたちにとりあえず

考えさせました。

Ｃ　かけ算九九で求められないなぁ。

２桁でわるわり算はキャラメルと

　タイルの操作で計算方法を発見させたい

　　　　　　～十の位で仮商を見つける必然性～

林　　　和　人

© Meiji.Co.,Ltd.  © Glico Diary Products Co.,LTD
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宮
城
外
国
語
学
校
の
こ
と

文
部
省
が
官
立
外
国
語
学
校
を
仙
台
に
開
い
た
の
は
、

明
治
七
年
の
こ
と
で
す
。
は
じ
め
は
、
宮
城
外
国
語
学
校

と
よ
び
ま
し
た
が
、
間
も
な
く
宮
城
英
語
学
校
と
改
称
し

て
い
ま
す
。

そ
の
校
地
・
校
舎
は
、
さ
き
に
中
学
南
校
の
あ
っ
た
東

二
番
丁
の
旧
医
学
館
の
地
所
と
建
物
で
し
た
。
明
治
九
年

に
は
、
こ
の
学
校
に
天
皇
が
臨
幸
さ
れ
、
親
し
く
授
業
を

視
察
さ
れ
た
ほ
ど
で
し
た
の
に
、
翌
十
年
に
は
政
府
の
方

針
に
し
た
が
い
、
廃
校
と
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の

あ
と
に
、
県
立
の
仙
台
中
学
校
（
の
ち
の
宮
城
中
学
校
、

そ
の
あ
と
の
宮
城
県
立
尋
常
中
学
校
の
前
身
）
が
設
置
さ

れ
た
の
で
す
。

校
長
は
、
前
の
宮
城
英
語
学
校
長
下
斗
米
精
三
、
生
徒

は
宮
城
英
学
校
の
在
校
生
だ
け
を
入
学
さ
せ
ま
し
た
。

開
校
当
初
の
仙
台
中
学
校

宮
城
県
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
「
明
治
十
年
仙
台

中
学
校
綴
学
務
課
」
と
い
う
書
類
の
中
に
、
開
校
し
た
二

月
か
ら
四
月
ま
で
の
学
校
一
覧
表
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
各
月
の
生
徒
数
・
校
長
以
下
の
教
職
員
・
校
費

一
覧
な
ど
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

教
則
に
よ
り
ま
す
と
、
こ
の
学
校
は
「
英
語
ヲ
以
テ
普

通
ノ
学
科
ヲ
教
授
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
在
学
五
ケ
年
ト
ス
」

と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
開
校
当
初
は
七
〇
名
の
生
徒

を
仮
り
に
一
ノ
組
か
ら
五
ノ
組
に
分
け
て
授
業
を
実
施
し

た
よ
う
で
す
。
そ
し
て
七
月
の
定
期
試
験
の
成
績
に
よ
っ

て
、
下
等
学
科
（
三
年
課
程
）
第
六
級
か
ら
第
一
級
、
上

等
学
科
（
二
年
課
程
）
の
第
四
級
か
ら
第
一
級
の
そ
れ
ぞ

れ
に
組
み
わ
け
て
い
ま
す
。
な
お
、
こ
の
七
月
の
定
期
試

験
で
下
等
学
科
卒
業
の
七
名
と
、
上
等
学
科
第
三
・
第
四

級
に
進
級
し
た
生
徒
が
、
そ
の
志
望
に
し
た
が
っ
て
上
京

し
、
東
京
大
学
（
法
・
理
・
文
三
学
部
）
予
傭
門
に
四
名
、

東
京
商
船
校
に
三
名
、
東
京
農
学
校
に
二
名
が
合
格
し
て

い
ま
す
。

た
ま
た
ま
、
開
校
し
た
明
治
十
年
二
月
は
、
西
郷
隆
盛

ら
の
挙
兵
に
よ
る
西
南
戦
争
が
始
ま
り
ま
す
の
で
、
県
内

か
ら
は
巡
査
志
願
者
や
陸
軍
の
教
導
団
に
入
団
し
よ
う
と

す
る
者
が
多
く
、
そ
の
た
め
に
退
学
す
る
者
な
ど
も
あ
っ

て
、
生
徒
数
の
増
加
は
望
め
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

教
員
は
校
長
以
下
五
名
で
す
が
、
ど
う
し
た
わ
け
か
、

こ
の
中
に
は
宮
城
県
出
身
の
者
が
一
人
も
い
ま
せ
ん
。
つ

ぎ
に
、
そ
の
氏
名
・
職
名
・
月
給
・
毎
日
の
授
業
担
当
時

数
を
書
き
つ
ら
ね
て
み
ま
し
ょ
う
。

下
斗
米
精
三
（
校
長
・
岩
手
県
・
月
給
五
〇
円
・
受
持

時
間
毎
日
四
時
間
）

坪
井
　
玄
道
（
教
員
・
東
京
府
・
月
給
三
〇
円
・
受
持

時
間
毎
日
五
時
間
）

花
輪
虎
太
郎
（
教
員
・
岩
手
県
・
月
給
二
五
円
・
受
持

時
間
毎
日
五
時
間
）

三
浦
　
貞
一
（
教
員
・
東
京
府
・
月
給
二
五
円
・
受
持

時
間
毎
日
五
時
間
）

チ
ャ
ー
ル
ス
・
エ
ル
・
グ
ル
ー
ド
（
外
国
教
員
・
米
国
人
・

月
給
一
三
〇
円
・
受
持
時
間
毎
日
五
時
間
）

こ
の
外
に
、
開
校
し
た
翌
月
に
雇
入
れ
ら
れ
た
日
雇
教

員
（
日
給
金
八
○
銭
）
が
い
ま
す
が
、
翌
月
に
は
雇
止
め

に
な
っ
て
い
ま
す
。

事
務
職
員
と
し
て
は
、雑
務
係
二
名（
内
一
名
は
山
形
県
・

月
給
一
〇
円
、
他
は
宮
域
県
・
月
給
四
円
）、
雑
務
係
兼
給

仕
一
名
（
宮
城
県
・
月
給
二
円
五
〇
銭
）、
外
に
小
使
二
名

（
給
料
二
か
月
二
円
）
が
い
ま
し
た
。

宮
城
の
教
育
遺
産  

10

新
島
嚢
を
校
長
と
し
た
東
華
学
校

　
　
―
そ
の
開
校
か
ら
廃
校
ま
で
―

大
　
村
　
　
　
榮
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受
業
料
は
月
五
〇
銭
に
定
め
て
あ
り
ま
し
た
が
、
開
校

が
二
月
二
十
六
日
で
し
た
の
で
、
こ
の
一
覧
表
に
は
「
開

校
以
来
本
月
中
生
徒
授
業
ノ
日
数
ハ
廿
八
日
ノ
一
日
ノ
ミ

ナ
ル
ヲ
以
テ
本
月
分
受
業
料
ハ
収
入
セ
ズ
」
と
記
入
し
て

あ
り
ま
す
。
翌
月
か
ら
は
規
定
通
り
の
受
業
料
を
徴
集
し

て
い
る
は
ず
な
の
に
、
毎
月
二
〇
円
前
後
（
生
徒
総
数

七
〇
名
で
三
五
円
）
し
か
入
金
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
開
校

の
翌
月
に
は
寄
宿
舎
も
再
開
さ
れ
、
生
徒
二
〇
名
が
入
舎

し
て
い
ま
す
。

校
長
下
斗
米
精
三
が
、
外
国
教
員
チ
ャ
ー
ル
ス
・
エ
ル
・

グ
ル
ー
ド
の
雇
用
契
約
に
つ
い
て
、
そ
の
身
分
・
品
性
・

能
力
な
ど
を
推
奨
し
た
県
知
事
あ
て
の
書
翰
の
中
に
、
つ

ぎ
の
よ
う
な
一
節
が
あ
り
ま
す
。

「
氏
ハ
其
性
質
温
厚
、
充
分
ノ
学
識
ア
リ
テ
爾
来
勉
励
生

徒
ヲ
教
授
ス
ル
叮
嚀
懇
篤
至
ラ
サ
ル
所
ナ
ク
誠
ニ
教
師
至

適
ノ
人
タ
ル
ヲ
以
テ
是
年
十
二
月
更
ニ
ケ
年
半
ノ
期
ヲ
約

シ
テ
傭
ヲ
継
タ
リ
而
シ
テ
益
勤
勉
風
雨
寒
暑
ヲ
厭
ハ
ズ
曾

テ
一
日
ノ
職
ヲ
空
フ
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
孜
々
ト
シ
テ
生
徒
ヲ

教
導
シ
為
ニ
其
進
歩
尠
カ
ラ
ズ
明
治
九
年
六
月
我
天
皇
陛

下
奥
羽
巡
幸
ニ
際
シ
本
校
ニ
臨
校
セ
シ
賜
フ
時
ハ
グ
ー
ル

ド
君
ニ
拝
謁
ア
リ
且
氏
ニ
精
好
一
疋
（
織
物
・
仙
台
平
）

ヲ
賜
ヘ
リ
（
以
下
略
）」

こ
の
仙
台
中
学
校
の
正
課
に
国
書
科
（
和
漢
書
の
講
読

研
究
）
が
お
か
れ
る
の
が
明
治
十
一
年
一
月
、
校
名
を
宮

城
中
学
校
と
改
め
て
英
語
中
学
科
の
ほ
か
に
邦
語
中
学
科

を
お
く
の
が
翌
十
二
年
六
月
で
あ
り
ま
す
。

“S
e
e
k
 T

ru
th

a
n
d
 D

o
 G

o
o
d

”

い
ま
の
仙
台
市
清
水
小
路
の
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会

社
東
北
支
社
構
内
に
、「
東
華
学
校
址
碑
」
が
立
っ
て
い
ま

す
。こ

れ
は
、
昭
和
七
年
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
、
碑
文

は
徳
富
蘇
峰
撰
で
、
碑
文
の
纂
額
に
は
上
段
に
“S

e
e
k
	

T
ru
th
a
n
d
	D
o
	G
o
o
d

”（
注
・「
真
理
ヲ
求
メ
善
ヲ
為
セ
」）

の
標
語
、
そ
の
下
に
中
村
敬
宇
（
正
直
）
の
書
で
「
修
実

徳
勿
求
虚
榮
」
の
七
字
が
横
書
き
に
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
英
文
の
標
語
は
、
も
と
、
東
華
学
校
の
校
舎
に
刻

ま
れ
て
い
た
も
の
で
、
中
村
敬
宇
の
書
は
扁
額
と
し
て
そ

の
講
堂
に
か
か
げ
ら
れ
て
い
た
も
の
な
の
で
す
。（
な
お
、

こ
の
扁
額
は
、
い
ま
も
仙
台
基
督
教
育
児
院
に
所
蔵
さ
れ

て
い
ま
す
。）

碑
文
を
読
み
下
す
と
、「
明
治
一
九
年
ニ
富
田
鉄
之
助
・

松
倉
恂
、此
ニ
見
ル
ト
コ
ロ
ア
リ
、宮
城
県
知
事
松
平
正
直
・

書
記
官
和
達
孚
嘉
・
遠
藤
敬
止
・
大
童
信
太
夫
ラ
ト
謀
リ
、

地
ヲ
相
シ
テ
校
ヲ
建
ツ
、
名
ヅ
ケ
テ
東
華
学
校
ト
イ
フ
。

新
島
襄
先
生
ヲ
推
シ
テ
校
長
ト
ナ
シ
、
市
原
盛
宏
ヲ
副

校
長
と
為
ス
。
米
国
博
士
的デ

フ

ォ

レ

ス

ト

法
烈
斯
徳
ラ
ノ
教
師
ヲ
聘
シ

二
目
ヲ
掲
ゲ
テ
敬
天
愛
人
ト
言
イ
、
独
立
自
助
ト
言
フ
。

コ
ノ
校
ニ
入
ル
者
無
慮
五
百
有
余
名
、
学
風
頗
ル
人
才
輩

出
シ
天
下
ニ
名
ヲ
成
ス
者
少
ナ
カ
ラ
ズ
。
…
…
」
と
あ
り

ま
す
。

河
北
新
報
を
創
業
し
た
一
力
健
治
郎
を
は
じ
め
、
詩
人

の
児
玉
花
外
、
劇
作
家
の
真
山
青
果
、
第
三
高
等
学
校
教

授
の
栗
原
基
、
海
軍
大
将
の
山
梨
勝
之
進
な
ど
、
み
な
、

こ
の
学
校
で
学
ん
だ
人
た
ち
で
す
。

し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、
こ
の
学
校
は
わ
ず
か
五
年
半

の
の
ち
、
明
治
二
十
五
年
三
月
二
十
四
日
を
も
っ
て
廃
校

と
な
る
の
で
す
。

「
開
進
の
道
に
於
て
敢
て
一
着
を
輸
せ
ず

明
治
十
九
年
六
月
の
『
宮
城
県
教
育
会
議
雑
誌
』
第

一
八
号
に
「
英
学
校
を
設
立
す
る
の
趣
意
書
」
が
出
て
い

ま
す
。
発
起
人
の
代
表
は
仙
台
藩
出
身
の
富
田
鉄
之
助（
慶

応
三
年
米
国
に
留
学
、
駐
米
総
領
事
、
の
ち
、
日
本
銀
行

総
裁
、
東
京
府
知
事
）
の
ふ
た
り
で
す
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
宮
城
英
学
校
（
の
ち
に
「
万
葉

集
」
に
あ
る
大
伴
家
持
の
「
す
め
ろ
ぎ
の
御
代
栄
え
ん
と

東
な
る
み
ち
の
く
山
に
く
が
ね
花
さ
く
」
の
古
歌
に
ち
な

み
、
知
事
松
平
正
直
に
よ
っ
て
東
華
学
校
と
命
名
）
設
立

の
計
画
は
、
明
治
十
九
年
四
月
の
「
中
学
校
令
」（
中
学
校

を
尋
常
中
学
校
、
高
等
中
学
校
と
す
る
）
の
公
布
に
か
か

わ
る
と
こ
ろ
が
深
か
か
っ
た
よ
う
に
推
測
さ
れ
ま
す
。

い
ず
れ
そ
の
う
ち
に
、
高
等
中
学
校
が
東
北
地
方
に
も

設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
れ
が
ど
こ
に
な
る
か

は
予
知
で
き
な
い
も
の
の
、
東
北
の
中
心
で
あ
る
仙
台
が

選
ば
れ
る
だ
ろ
う
こ
と
は
推
測
に
難
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

こ
で
、
同
志
と
は
か
っ
て
、
自
立
教
育
・
智
徳
兼
脩
の
趣

旨
の
も
の
に
、「
同
地
に
一
の
英
語
学
校
を
起
し
、
以
て
他

日
高
等
中
学
校
に
入
る
の
地
を
な
さ
ん
と
す
」
と
述
べ
て

い
る
の
で
す
。

ま
た
、
こ
の
設
立
の
動
機
に
は
、
戊
辰
戦
争
後
、
す
べ

て
に
わ
た
っ
て
劣
位
に
甘
ん
じ
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
て
い

る
東
北
六
県
の
奮
発
を
う
な
が
そ
う
と
す
る
願
い
が
こ
め

ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

こ
の
趣
意
書
の
後
段
は
、
つ
ぎ
の
一
文
を
以
て
書
き
起
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こ
さ
れ
、
藩
祖
貞
山
公
の
使
臣
を
ロ
ー
マ
に
派
遣
し
た
偉

業
を
は
じ
め
、林
子
平
・
大
槻
玄
沢
・
高
野
長
英
、小
関
三
英
、

佐
藤
信
渕
ら
の
事
蹟
を
列
挙
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

「
…
…
前
言
を
畢
ふ
る
に
至
り
、
更
に
一
語
の
己
む
可
か

ら
ざ
る
も
の
あ
り
。
夫
わ
が
陸
羽
の
地
方
た
る
東
陬
（
東

方
の
片
田
舎
）
に
僻
在
す
と
雖
も
、古
来
往
々
偉
人
を
出
し
、

開
進
の
道
に
於
て
敢
て
一
を
輸
せ
ず
（
開
明
進
歩
の
こ
と

に
か
け
て
は
、
決
し
て
他
に
ひ
け
を
と
っ
て
は
い
な
い
。）」

そ
し
て
、
そ
の
末
尾
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
結
ん
で
い
ま
す
。

「
近
来
時
勢
の
変
遷
に
遭
遇
し
、
前
人
の
偉
蹟
を
併
せ
て

隠か
く
し
く
ら
ま
す

晦
す
る
も
の
の
如
し
。
豈
痛
憤
興
起
す
る
処
無
く
し

て
可
な
ら
ん
や
。
諸
君
幸
に
之
を
思
へ
。」

決
し
て
退
歩
の
策
を
為
す
勿
れ

こ
の
趣
意
書
の
よ
び
か
け
に
賛
同
す
る
も
の
、
県
内
に

約
一
、〇
〇
〇
名
、
松
倉
恂
の
寄
付
し
た
彼
の
敷
地
を
校
地

と
し
、
宣
教
師
デ
フ
ォ
レ
ス
ト
の
購
入
し
た
三
軒
の
家
屋

を
仮
校
舎
と
し
て
、
明
治
十
九
年
九
月
十
一
日
に
一
三
〇

名
の
生
徒
を
も
っ
て
開
校
し
て
い
ま
す
。
の
ち
、
県
知
事

松
平
正
直
を
会
長
と
す
る
理
事
会
を
東
華
義
会
と
称
し
、

一
、六
〇
〇
ド
ル
の
寄
付
金
を
集
め
、
二
階
建
の
本
校
舎
と

寄
宿
舎
と
を
建
築
し
、
明
治
二
十
年
六
月
十
七
日
に
献
堂

式
を
挙
げ
、
校
名
を
東
華
学
校
と
改
め
、
開
校
式
を
挙
行

し
て
い
ま
す
。

校
長
新
島
嚢
は
、
そ
の
頃
、
健
康
を
害
し
て
札
幌
に
一

夏
の
静
養
を
試
み
る
た
め
、
六
月
十
一
日
に
京
都
を
出
発

し
、
神
戸
か
ら
海
路
横
浜
に
上
陛
、
上
野
か
ら
黒
磯
ま
で

は
汽
車
、
白
河
ま
で
は
馬
車
、
そ
の
あ
と
は
人
力
車
に
よ

り
、
大
雨
を
つ
い
て
十
五
日
に
仙
台
に
到
着
し
、
十
七
日

の
開
校
式
に
臨
席
し
て
一
場
の
式
辞
を
述
べ
て
い
ま
す
。

そ
れ
が
、
ど
ん
な
内
容
の
式
辞
で
あ
っ
た
か
、
い
ま
は
知

る
す
べ
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
た
ま
た
ま
、
京
都
の
同
志
社

で
は
卒
業
式
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

新
島
校
長
は
、
そ
の
卒
業
生
に
あ
て
て
仙
台
の
一
宿
舎
か

ら
十
七
日
付
で
手
紙
を
認
め
て
い
ま
す
。

そ
の
な
か
に
、「
十
七
日
、
東
華
学
校
の
開
校
式
も
誠

に
華
々
し
く
相
済
み
、
…
…
慶
賀
の
至
り
、
諸
君
に
も
此

の
為
め
、
且
つ
喜
び
且
つ
祈
り
給
は
ん
事
を
望
む
」
と
述

べ
、
さ
ら
に
「
…
…
遂
に
今
回
の
卒
業
に
至
る
は
、
襄
大

い
に
諸
君
の
た
め
に
賀
す
る
の
み
な
ら
ず
、
襄
ら
の
た
め
、

同
志
社
の
為
め
、
我
が
邦
家
の
為
め
に
賀
す
る
所
な
り
。

…
…
諸
君
は
斯
く
の
如
く
も
今
日
の
位
置
に
立
ち
、
前
途

馨
し
く
し
て
望
み
あ
る
旅
路
に
足
を
進
め
た
れ
ば
、
諸
君

は
曩
に
、
既
に
天
父
、
天
使
、
同
胞
の
前
に
あ
り
て
馳
せ

場
を
走
る
の
選
士
と
云
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
進
め
進
め
、

好
男
子
、決
し
て
退
歩
の
策
を
為
す
勿
れ
。
諸
君
よ
、今
日
、

我
が
日
本
の
改
良
は
、
襄
、
諸
君
に
望
む
に
あ
ら
ず
し
て
、

将
た
何
人
に
か
こ
れ
を
望
ま
ん
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

こ
の
手
紙
を
書
き
終
え
て
、「
襄
書
き
終
っ
て
胸
痛
を
覚

へ
た
れ
ば
、
再
び
こ
れ
を
清
書
す
る
の
元
気
を
失
ひ
た
り
。

…
…
」
と
追
記
し
て
い
ま
す
。
北
海
道
へ
向
け
て
仙
台
を

出
発
し
た
の
は
六
月
二
十
日
で
し
た
。
健
康
は
そ
の
後
も

す
ぐ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
募
金
活
動
を
つ
づ
け
、
つ
い

に
明
治
二
十
三
年
一
月
、
神
奈
川
県
大
磯
で
逝
去
し
て
い

ま
す
。
四
八
歳
の
若
さ
で
し
た
。

第
二
高
等
中
学
校
経
費
の
地
方
負
担

旧
制
第
二
高
等
学
校
の
前
身
に
あ
た
る
第
二
高
等
中
学

校
が
仙
台
に
お
か
れ
る
の
は
明
治
二
十
年
四
月
の
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
こ
の
開
設
に
つ
い
て
は
、県
民
の
熱
意
が
強
く
、

そ
の
六
月
に
来
県
し
た
文
部
大
臣
森
有
礼
は
高
等
中
学
校

資
金
と
し
て
約
十
万
円
を
寄
付
し
た
仙
台
区
有
志
者
（
銀

行
者
・
豪
商
・
県
会
議
員
な
ど
）
に
対
し
て
述
べ
た
演
説

の
う
ち
で
、「
特
ニ
当
地
ノ
寄
付
金
ハ
、
世
間
ノ
所
謂
寄
付

金
ト
ハ
其
性
質
ヲ
異
ニ
シ
、
純
粋
ナ
ル
有
志
者
ノ
醸
金
ニ

成
立
チ
タ
ル
趣
ナ
レ
バ
、
本
官
ノ
最
モ
感
服
ス
ル
所
ナ
リ
」

と
語
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
こ
ろ
、
ま
だ
校
舎
建
築
の
敷
地
も
き
ま
ら
ず
、
長

町
根
岸
・
台
ノ
原
・
花
京
院
通
・
片
平
丁
な
ど
が
侯
補
に

の
ぼ
っ
て
い
ま
し
た
。
大
臣
は
、
県
知
事
松
平
正
直
の
案

内
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
候
補
地
を
巡
視
し
て
い
ま
す
が
、
の

ち
に
、
片
平
丁
に
決
定
す
る
わ
け
で
す
。
そ
の
際
、
東
二

番
丁
小
学
校
・
宮
城
医
学
校
・
宮
城
県
尋
常
中
学
校
・
宮

城
県
尋
常
師
範
学
校
・
私
立
東
華
学
校
を
視
察
し
、
と
く

に
林
子
平
の
墓
に
も
立
ち
寄
っ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
十
月
に
な
っ
て
、
こ
の
第
二

高
等
中
学
校
の
二
十
一
年
度
経
費
五
万
円
（
国
庫
金

二
万
五
、〇
〇
〇
円
・
地
方
税
二
万
五
・
〇
〇
〇
円
）
の
本

県
負
担
額
が
一
万
一
、一
〇
八
円
余
と
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

本
県
と
し
て
は
、
地
方
税
分
の
二
万
五
・
〇
〇
〇
円
を
束
北

六
県
の
人
口
比
で
按
分
す
る
よ
う
希
望
し
て
い
ま
し
た
の

で
、
そ
の
支
出
に
苦
し
み
、
窮
余
の
一
策
と
し
て
県
立
の

尋
常
中
学
校
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
、
明
治
二
十
一
年
三
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月
二
十
日
に
閉
校
式
を
挙
行
し
て
い
ま
す
。

県
と
し
て
は
、
第
二
高
等
中
学
校
が
本
科
（
二
年
）・
予

科
（
三
年
）
の
他
に
、
予
科
に
進
む
者
の
た
め
に
、
別
に

予
科
補
充
科
（
三
年
）
を
設
置
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
尋

常
中
学
校
を
廃
止
し
て
そ
れ
に
見
合
う
課
程
は
確
保
で
き

る
と
の
見
解
に
立
ち
、
さ
ら
に
東
華
学
校
の
充
実
進
展
に

よ
っ
て
は
尋
常
中
学
校
の
廃
校
を
お
ぎ
な
う
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
展
望
を
持
っ
て
い
た
の
で
し
た
。

学
課
表
中
ノ
「
聖
書
課
」
ヲ
廃
ス

創
設
時
の
東
華
学
校
は
、
聴
講
随
意
な
が
ら
予
科
三
年

ま
で
「
聖
書
講
義
」、
本
科
四
年
に
「
聖
教
証
據
論
」、
本

科
五
年
に
「
神
学
綱
領
」
を
課
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、

学
則
の
改
正
が
あ
り
ま
し
た
が
、
随
意
科
と
し
て
の
「
聖

書
課
」
は
継
続
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
明
治

二
十
三
年
一
月
に
校
長
新
島
襄
を
失
い
、
そ
の
十
月
に
は

教
育
勅
語
の
発
布
に
と
も
な
う
人
心
の
一
変
な
ど
が
あ
り
、

キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
世
情
の
反
感
も
高
ま
り
、
つ
い
に

翌
二
十
四
年
七
月
の
学
則
改
正
に
よ
っ
て
聖
書
課
が
廃
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
外
国
人
教
師
は
い
っ
せ
い
に

総
辞
職
し
ま
し
た
。

一
方
、
県
議
会
は
明
治
二
十
四
年
十
二
月
の
「
改
正

中
学
校
令
」
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
「
尋
常
中
学
校
ハ
各
府

県
ニ
於
テ
便
宜
之
ヲ
設
置
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
、
但
シ
…
…
・

…
…
各
府
県
一
箇
所
ニ
限
ル
ヘ
シ
」
と
あ
っ
た
の
が
「
各

府
県
ニ
於
テ
一
校
ヲ
設
置
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
、
但
シ
土
地

ノ
情
況
ニ
依
リ
文
部
大
臣
ノ
許
可
ヲ
得
テ
数
校
ヲ
設
置
シ
、

又
ハ
本
文
ノ
一
校
ヲ
設
置
セ
サ
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
改
め
ら

れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ふ
た
た
び
宮
城
県
尋
常
中
学
校
の

設
置
を
決
議
し
た
の
で
す
。

「
基
督
教
新
聞
」
第
四
二
八
号
に
寄
せ
た
仙
台
東
華
学
校

教
師
Ｊ
・
Ｈ
・
デ
フ
ォ
レ
ス
ト
の
「
外
国
教
師
総
辞
職
に

関
す
る
告
白
文
」
を
読
ん
だ
内
村
鑑
三
は
、
同
じ
よ
う
な

事
情
で
廃
校
と
な
っ
た
北
越
学
館
で
の
自
分
の
体
験
を
回

想
し
な
が
ら
、
そ
の
感
想
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま

す
。「

宣
教
師
ノ
英
語
ト
学
力
ト
ヲ
無
給
ニ
テ
利
用
ス
ル
為

メ
ニ
学
校
ヲ
挙
ゲ
テ
伝
道
ノ
一
機
関
ト
ス
ル
ハ
コ
レ
雇
フ

者
ニ
取
リ
テ
ハ
卑
劣
手
段
ト
云
ハ
ザ
ル
ヲ
得
ザ
ル
ノ
ミ
ナ

ラ
ズ
、
…
…
又
宣
教
師
諸
君
ノ
為
ニ
計
ル
ニ
如
斯
キ
学
校

ニ
於
テ
諸
君
ノ
天
職
ヲ
満
サ
ン
ト
ス
ル
ハ
決
シ
テ
策
ノ
得

タ
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ズ
、
諸
君
ノ
所
謂
基
督
教
主
義
ノ
教
育

ヲ
施
サ
ン
ト
ナ
レ
ハ
宜
シ
ク
基
督
教
外
ノ
有
志
者
ニ
頼
ラ

ズ
シ
テ
純
然
タ
ル
『
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
』
ヲ
起
ス

ニ
如
カ
ズ
…
…
」
明
治
二
十
五
年
三
月
二
十
四
日
、
東
華

学
校
は
つ
い
に
閉
校
し
ま
し
た
。

旧
東
華
学
校
跡
ニ
尋
常
中
学
校
設
立

東
華
学
校
の
校
名
の
命
名
者
で
も
あ
り
、東
華
義
会
（
こ

の
学
校
の
設
置
・
維
持
団
体
）
の
理
事
長
で
も
あ
っ
た
県

知
事
松
平
正
直
は
、
明
治
二
十
四
年
四
月
に
退
任
し
、
船

越
衛
が
そ
の
後
任
と
な
り
ま
す
。
明
治
二
十
五
年
三
月
、

船
越
知
事
は
文
部
大
臣
に
あ
て
て
、
つ
ぎ
の
稟
申
書
を
出

し
て
い
ま
す
。

「
明
治
二
十
五
年
四
月
一
日
ヨ
リ
本
県
下
仙
台
市
清
水
小

賂
旧
東
華
学
校
跡
ニ
中
学
校
令
ニ
基
キ
宮
城
県
尋
常
中
学

校
設
立
致
シ
度
ク
侯
条
御
認
可
相
成
度
諸
学
校
通
則
第
三

条
ニ
由
リ
此
段
稟
申
侯
也
」

こ
の
稟
申
書
提
出
に
前
後
し
、
県
と
東
華
義
会
と
の
間

に
は
「
敷
地
建
物
借
用
契
約
」
が
、
尋
常
中
学
校
と
東
華

義
学
会
と
の
間
に
は
「
書
籍
・
器
械
・
器
具
借
用
契
約
」

が
と
り
か
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。

敷
地
お
よ
そ
六
、六
二
〇
坪
と
建
坪
四
五
二
坪
（
本
校

八
〇
坪
、
講
堂
四
二
坪
、
雨
天
体
操
場
一
〇
四
坪
、
寄
宿

舎
一
一
三
坪
、
食
堂
三
三
坪
、
他
）
の
使
用
料
が
一
か
月

金
五
〇
円
、
使
用
上
の
都
合
で
増
築
模
様
換
え
を
し
て
も

東
華
義
会
は
異
議
申
し
立
て
を
し
な
い

―
な
ど
の
こ
と

が
き
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
書
籍
・
器
械
・
器
具
の
損
料
は
金
二
五
〇
円
と

し
、
明
治
二
十
五
年
度
に
尋
常
中
学
校
か
ら
支
払
い
、
そ

の
後
は
一
切
支
払
わ
な
い
、
借
用
中
に
都
合
に
よ
っ
て
本

来
の
形
状
変
更
し
て
も
東
華
義
会
は
異
議
を
申
し
立
て
な

い

―
な
ど
と
き
め
て
い
ま
す
。
ま
こ
と
に
寛
大
な
契
約

で
、
ま
る
で
売
り
渡
し
も
同
然
の
内
容
で
あ
り
ま
す
。

再
発
足
の
、
こ
の
宮
城
県
尋
常
中
学
校
長
と
し
て
就
任

し
た
の
が
、
明
治
八
年
以
来
一
七
年
が
か
り
で
本
邦
最
初

の
本
格
的
国
語
辞
書
と
し
て
評
価
の
高
い
「
こ
と
ば
の
う

み
」（
言
海
）
を
編
纂
完
結
さ
せ
た
大
槻
文
彦
で
あ
る
こ
と

は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
す
か
ら
、
細
説
す
る
必
要

は
あ
り
ま
す
ま
い
。

編
集
部
注
：
「
養
賢
堂
か
ら
の
出
発
」（
大
村
榮
著
・

発
行
「
ぎ
ょ
う
せ
い
」）
か
ら
の
転
載


