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小
学
校
国
語
の
副
教
材
と
し
て
の 

　
斎
藤
隆
介
「
半
日
村
」
に
つ
い
て
（
上
）

　
　
　
　
　

︱ 

故
事
成
語
﹁
愚
公
移
山
﹂
と
の
比
較 

︱

中　

尾　

健
一
郎

は
じ
め
に

　

斎
藤
隆
介
と
滝
平
一
郎
の
両
者
に
よ
っ
て
世
に
出
さ
れ
た
絵
本
に
は
︑﹁
花
さ
き
山
﹂﹁
ベ

ロ
出
し
チ
ョ
ン
マ
﹂
な
ど
︑
知
名
度
の
高
い
も
の
が
あ
り
︑
中
で
も
代
表
作
で
あ
る
﹁
モ
チ

モ
チ
の
木
﹂
は
現
行
の
小
学
校
一
年
生
の
国
語
教
科
書
に
採
用
さ
れ
て
い
る

1
︒
そ
の
他
の

斎
藤
・
滝
平
の
絵
本
の
う
ち
︑
過
去
に
は
本
稿
で
取
り
上
げ
る
﹁
半
日
村
﹂
を
は
じ
め
と
す

る
一
編
が
教
科
書
に
採
録
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り

2
︑﹁
半
日
村
﹂
に
つ
い
て
は
現
在
︑﹁
モ
チ

モ
チ
の
木
﹂
に
関
連
す
る
小
学
校
国
語
の
副
教
材
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
︒

　

と
こ
ろ
で
﹁
半
日
村
﹂
は
︑
そ
の
内
容
か
ら
﹃
列
子
﹄
湯
問
篇
に
見
え
る
﹁
愚
公
移
山
﹂

︵
愚
公 

山
を
移
す
︶
の
類
話
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
特
別
に
発
見
と
い
う
ほ
ど
の

も
の
で
は
な
い
︒
こ
の
両
者
を
併
せ
見
れ
ば
︑
村
の
南
側
に
あ
る
山
を
崩
そ
う
と
す
る
子

供
・
一
平
と
︑
や
は
り
山
を
崩
そ
う
と
す
る
老
人
・
愚
公
の
役
割
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と
は
︑

誰
も
が
す
ぐ
に
気
づ
く
こ
と
で
あ
る
︒
た
だ
単
な
る
類
話
な
の
か
︑
そ
れ
と
も
斎
藤
が
﹁
愚

公
移
山
﹂
の
話
を
翻
案
し
た
の
か
︑
ま
た
後
者
の
場
合
︑
い
か
な
る
創
作
の
動
機
が
あ
っ
た

か
は
全
く
不
明
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
ま
ず
﹁
半
日
村
﹂
と
﹁
愚
公
移
山
﹂
の
内
容
に
つ
い
て

比
較
検
討
を
行
い
︑
両
者
の
間
で
ど
の
よ
う
な
違
い
が
見
ら
れ
る
か
を
論
じ
︑
続
い
て
斎
藤

に
お
け
る
﹁
半
日
村
﹂
創
作
の
背
景
と
そ
の
動
機
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒
た
だ
し
紙
幅
の
都

合
に
よ
り
︑
本
稿
で
は
﹁
半
日
村
﹂
と
﹁
愚
公
移
山
﹂
の
比
較
検
討
の
み
を
行
い
︑﹁
半
日

村
﹂
成
立
の
背
景
等
に
つ
い
て
は
次
稿
に
委
ね
る
も
の
と
す
る
︒

一　

小
学
校
国
語
に
お
け
る
副
教
材
「
半
日
村
」

　

斎
藤
隆
介
︵
一
九
一
一
～
一
九
八
一
︶
の
作
品
の
う
ち
︑
小
学
校
の
国
語
教
科
書
に
採
用

さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
作
品
の
多
く
は
︑﹃
ベ
ロ
出
し
チ
ョ
ン
マ
﹄︵
理
論
社
︑
一
九
一
一
年
︶

に
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
同
書
は
︑﹁
日
教
組
教
育
新
聞
﹂
に
連
載
さ
れ
て
い
た
も
の
の
半
分

を
収
録
し
た
も
の
で
︑
そ
の
中
か
ら
教
科
書
に
採
用
さ
れ
た
も
の
を
見
る
と
︑﹁
モ
チ
モ
チ

の
木
﹂﹁
八
郎
﹂﹁
ソ
メ
コ
と
オ
ニ
﹂﹁
花
さ
き
山
﹂﹁
天
の
笛
﹂﹁
ベ
ロ
出
し
チ
ョ
ン
マ
﹂﹁
緑

の
馬
﹂
の
計
一
編
が
挙
げ
ら
れ
る

3
︒

　
﹁
半
日
村
﹂
の
み
は
﹃
立
っ
て
み
な
さ
い
﹄︵
新
日
本
出
版
社
︑
一
九
一
九
年
︶
の
﹁
新
し

い
話
﹂
の
部
に
収
め
ら
れ
て
お
り
︑
こ
の
点
が
他
の
教
科
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
童
話
と
異

な
る
︒
し
か
も
﹁
花
さ
き
山
﹂
と
﹁
モ
チ
モ
チ
の
木
﹂
が
︑﹃
ベ
ロ
出
し
チ
ョ
ン
マ
﹄
の
出

版
後
︑
間
も
な
く
絵
本
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
の
と
対
照
的
に
︑﹃
立
っ
て
み
な
さ
い
﹄

の
出
版
か
ら
絵
本
﹁
半
日
村
﹂
の
刊
行
ま
で
に
は
相
当
の
歳
月
を
費
や
し
て
お
り
︑
斎
藤
は

そ
の
﹁
あ
と
が
き
﹂
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

　
﹁
い
や
ァ
ー
九
年
か
か
っ
た
な
ァ
﹂

　

出
来
て
来
た
絵
を
見
て
し
み
じ
み
思
っ
た
︒

　

九
年
間
の
途
中
︑
滝
平
さ
ん
と
は
組
ん
で
挿
絵
を
お
願
い
し
た
が
︑
絵
本
を　
　
　

出
す
の
は
久
し
ぶ
り
だ
︒

　

御
苦
労
様
︒
み
な
さ
ん
も
滝
平
さ
ん
の
絵
の
表
情
を
た
の
し
ん
で
下
さ
い
︒
特
に

子
供
の
群
像
の
一
人
一
人
の
表
情
の
た
の
し
さ
を
︒

　

こ
の
物
語
は
早
く
か
ら
教
科
書
に
の
り
︑
み
な
さ
ん
に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
が
︑
こ

こ
で
も
う
一
ぺ
ん
考
え
て
み
て
下
さ
い
︒
半
日
村
が
な
ぜ
一
日
村
に
な
っ
た
の
か
︱
︱
︒

　

一
平
が
は
じ
め
に
一
人
で
考
え
た
こ
と
が
大
切
だ
っ
た
の
で
す
ね
︒
村
じ
ゅ
う
が

動
き
は
じ
め
て
し
ま
い
ま
し
た
︒

　

そ
う
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
︒
あ
り
ま
す
ね
︒

　
　
　

一
九
八
〇
年
八
月

　

斎
藤
が
い
う
と
こ
ろ
の
﹁
九
年
か
か
っ
た
﹂
と
は
︑
絵
本
の
出
版
を
計
画
し
た
昭
和
一
一

年
︵
一
九
一
一
︶
か
ら
数
え
て
九
年
後
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑﹁
こ
の
物
語
は
早

く
か
ら
教
科
書
に
の
り
﹂
と
述
べ
て
い
る
教
科
書
は
︑
昭
和
一
一
年
︵
一
九
一
一
︶
か
ら
同

一
一
年
の
一
年
間
︑
学
校
図
書
よ
り
刊
行
さ
れ
た
﹃
国
語 

一
年
下
﹄
を
指
す

4
︒
結
局
︑

﹁
半
日
村
﹂
が
絵
本
と
し
て
世
に
出
た
の
は
︑﹃
立
っ
て
み
な
さ
い
﹄
が
出
版
さ
れ
て
か
ら
︑

実
に
十
一
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒

（274）
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一
一

中　尾　健一郎

　

現
在
は
﹁
モ
チ
モ
チ
の
木
﹂
と
そ
の
附
録
と
な
る
﹁
ソ
メ
コ
と
オ
ニ
﹂
を
除
き
︑﹁
半
日

村
﹂
を
は
じ
め
と
す
る
斎
藤
の
作
品
は
国
語
の
教
科
書
に
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
青
木

伸
生
編
﹃
10
分
で
読
め
る
物
語 

一
年
生
﹄︵
学
研
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
︑
一
〇
一
一
年
第
一
〇

刷
︑
一
〇
一
〇
年
初
版
︶
に
収
録
さ
れ
て
お
り
︑
ま
た
長
崎
源
之
助
監
修
﹃
読
ん
で
お
き
た

い　
2
年
生
の
読
み
も
の
﹄︵
学
校
図
書
︑
一
〇
一
一
年
第
一
一
刷
︑
一
九
九
一
年
初
版
︶

に
も
滝
平
一
郎
の
挿
絵
と
併
せ
て
採
用
さ
れ
て
い
る
︒
小
学
生
低
学
年
向
け
の
国
語
の
副
教

材
と
し
て
︑
そ
の
価
値
は
減
じ
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
︒

　
﹁
半
日
村
﹂
を
副
教
材
と
し
て
使
用
す
る
と
す
れ
ば
︑
そ
の
長
所
は
ど
こ
に
あ
る
だ
ろ
う

か
︒
現
行
の
﹁
小
学
校
学
習
指
導
要
領
﹂︵
一
〇
一
一
年
告
示
︶
に
お
け
る
﹁
各
学
年
の
目

標
及
び
内
容
﹂
で
は
︑
第
1
学
年
・
第
2
学
年
向
け
の
﹁
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特

質
に
関
す
る
事
項
﹂
の
﹁
内
容
﹂
に
︑﹁
昔
話
や
神
話
・
伝
承
な
ど
の
本
や
文
章
の
読
み
聞

か
せ
を
聞
い
た
り
︑
発
表
し
合
っ
た
り
す
る
こ
と
﹂
が
記
さ
れ
て
お
り
︑
現
代
の
小
学
生
に

は
縁
が
遠
く
な
っ
た
︑
稲
な
ど
の
農
作
物
の
こ
と
︑
土
を
運
ぶ
の
に
用
い
る
﹁
も
っ
こ
﹂
の

こ
と
な
ど
︑
農
耕
に
関
連
す
る
昔
話
的
な
内
容
を
備
え
る
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
︑
主
人

公
が
村
人
の
利
益
︱
︱
ど
う
し
た
ら
皆
が
幸
せ
に
な
れ
る
か
︱
︱
に
つ
い
て
考
え
︑
単
独
で

起
こ
し
た
行
動
が
や
が
て
村
全
体
を
巻
き
込
み
︑
不
可
能
と
思
わ
れ
た
山
を
低
く
す
る
と
い

う
目
的
が
達
成
さ
れ
た
と
い
う
最ク

ラ
イ
マ
ッ
ク
ス

終
場
面
が
︑
困
難
な
問
題
を
継
続
的
な
努
力
と
協
働
に

よ
っ
て
克
服
・
解
決
す
る
と
い
う
道
徳
的
教
訓
を
示
す
と
こ
ろ
に
あ
る
だ
ろ
う
︒

二　
『
列
子
』
湯
問
篇
の
「
愚
公
移
山
」

　

小
学
校
国
語
の
副
教
材
と
し
て
活
用
で
き
る
﹁
半
日
村
﹂
は
︑
一
見
し
た
と
こ
ろ
昔
話
風

で
あ
る
︒
斎
藤
自
身
も
昔
話
を
再
話
︵
斎
藤
の
認
識
と
し
て
は
﹁
再
創
造
﹂

5

︶
し
た
も
の

と
し
て
﹁
天
狗
笑
い
﹂︵﹃
ベ
ロ
出
し
チ
ョ
ン
マ
﹄
所
収
︶
や
﹁
雪
女
﹂︵﹃
立
っ
て
み
な
さ

い
﹄
所
収
︶
な
ど
を
創
作
し
て
お
り
︑
昔
話
を
重
視
す
る
見
解
を
﹃
立
っ
て
み
な
さ
い
﹄
の

﹁
あ
と
が
き
﹂
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

　

昔
ば
な
し
を
再
話
す
る
︑
と
い
う
こ
と
に
は
︑
た
い
へ
ん
大
切
な
意
味
が
あ
る
と

思
い
ま
す
︒

　

考こ
う

古こ

学が
く

者し
ゃ

が
土
の
中
か
ら
掘ほ

り
出
し
て
研
究
し
て
い
る
土ど

器き

や
そ
の
他
の
品
々
は
︑

私
た
ち
の
祖そ

先せ
ん

の
生
活
を
教
え
て
く
れ
ま
す
が
︑
い
ま
私
た
ち
が
使
っ
て
い
る
言
葉

や
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
昔
ば
な
し
に
は
︑
私
た
ち
の
先せ

ん

祖ぞ

の
日
本
人
の
生
活
と
心

が
生
き
て
い
ま
す
︒

　

そ
れ
を
知
り
︑
受
け
と
り
︑
子し

孫そ
ん

に
伝
え
て
い
く
の
は
私
た
ち
の
大
切
な
仕
事
で

し
ょ
う
︒ 

︵
一
一
一
頁
︶

　

斎
藤
は
昔
話
を
先
祖
か
ら
伝
わ
る
﹁
日
本
人
の
生
活
と
心
﹂
を
伝
え
て
い
く
こ
と
を
︑

﹁
大
切
な
仕
事
﹂
と
考
え
て
い
る
︒
し
か
し
そ
の
一
方
︑
斎
藤
自
身
は
同
じ
文
章
の
中
で
︑

再
話
で
表
現
で
き
な
い
も
の
を
民
話
形
式
で
新
し
く
書
い
た
と
す
る
︒

　

さ
て
し
か
し
︑
再
話
を
続
け
て
い
る
う
ち
に
︑
ど
う
し
て
も
も
ど
か
し
い
も
の
が

心
に
動
い
て
来
る
の
を
感
じ
ま
し
た
︒

　

そ
こ
で
︑
民
話
と
い
う
民
族
的
な
形
を
借か

り
て
自
分
の
心
に
い
ま
一
番
問
題
に
な
っ

て
い
る
こ
と
を
書
い
て
み
た
の
が
後こ

う
半は

ん
の
﹁
新
し
い
話
﹂
の
数す

う
編へ

ん
で
す
︒

 

︵
一
一
一
～
一
一
一
頁
︶

　
﹃
立
っ
て
み
な
さ
い
﹄
は
︑﹁
昔
ば
な
し
﹂
と
﹁
新
し
い
話
﹂
の
一
つ
の
創
作
群
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
意
外
な
こ
と
に
︑
作
者
は
﹁
半
日
村
﹂
を
﹁
昔
ば
な
し
﹂
で
は

な
く
︑﹁
新
し
い
話
﹂
の
部
に
入
れ
て
い
る
︒
こ
の
事
実
が
意
味
す
る
の
は
︑
斎
藤
自
身
は

﹁
半
日
村
﹂
を
民
話
の
形
で
書
い
て
い
る
が
︑﹁
昔
話
を
再
話
﹂
し
た
つ
も
り
は
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
︒
詳
細
は
次
稿
に
譲
る
が
︑
斎
藤
は
﹁
半
日
村
﹂
を
彼
の
い
う
と
こ
ろ
の

﹁
創
作
民
話
﹂

6
と
し
て
著
し
た
の
で
あ
る
︒

　

日
本
の
昔
話
の
再
話
で
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
︑﹁
半
日
村
﹂
は
斎
藤
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
創

作
民
話
な
の
か
︑
こ
の
よ
う
な
問
い
が
生
じ
た
と
こ
ろ
に
︑
中
国
の
故
事
成
語
﹁
愚
公
移

山
﹂
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
︒

　
﹁
愚
公
移
山
﹂
と
は
︑﹃
列
子
﹄
湯
問
篇
に
見
え
る
︑
大
き
な
山
の
北
麓
に
住
む
老
人
・
愚

公
が
︑
山
を
移
そ
う
と
す
る
話
で
あ
る
︒
故
事
成
語
と
し
て
は
︑
た
ゆ
ま
な
い
努
力
に
よ
っ

て
︑
最
終
的
に
は
成
功
を
収
め
る
こ
と
の
喩
え
と
し
て
用
い
ら
れ
る
︒
現
行
の
高
等
学
校
国

語
﹁
古
典
B
﹂
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
︑
日
本
に
お
い
て
全
く
未
知
の
文
献
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
︒

　
﹁
半
日
村
﹂
と
よ
く
似
た
部
分
が
あ
り
︑
故
事
成
語
で
も
あ
る
た
め
︑
斎
藤
は
こ
の
話
を

知
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
︑﹁
半
日
村
﹂
と
﹁
愚
公
移
山
﹂
で
は
異
な
る
箇
所
も
あ
る
︒

273
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一
一

小学校国語の副教材としての斎藤隆介「半日村」について（上）

そ
こ
で
ま
ず
参
考
ま
で
に
︑﹁
愚
公
移
山
﹂
の
内
容
に
ふ
れ
た
い
︒
以
下
︑
一
段
に
分
け
て

原
文

7
と
書
き
下
し
文
を
挙
げ
よ
う
︒

　

太
行
王
屋
一
山
︑
方
一
百
里
︑
高
万
仞
︒
本
在
冀
州
之
南
︑
河
陽
之
北
︒
北
山
愚

公
者
︑
年
且
九
十
︑
面
山
而
居
︒
懲
山
北
之
塞
︑
出
入
之
迂
也
︑
聚
室
而
謀
曰
︑
吾

与
汝
畢
力
平
険
︑
指
通
予
南
︑
達
于
漢
陰
︒
可
乎
︒
雑
然
相
許
︒

　

太
行
・
王
屋
の
一
山
︑
方
一
百
里
に
し
て
︑
高
さ
万
仞
な
り
︒
本も

と

冀き

州し
ゅ
うの

南
︑

河
陽
の
北
に
在
り
︒
北
山
の
愚
公
な
る
者
︑
年
且ま

さ

に
九
十
に
な
ら
ん
と
し
︑
山
に

面
し
て
居
る
︒
山
北
の
塞ふ

さ

が
り
︑
出
入
の
迂う

な
る
に
懲く

る

し
み
︑
室
を
聚あ

つ

め
て
謀
り

て
曰
は
く
︑
吾わ

れ

︑
汝
ら
と
力
を
畢つ

く
し
て
険
し
き
を
平
ら
か
に
し
︑
予
南
に
指
通

し
て
︑
漢
陰
に
達
せ
ん
︒
可
な
ら
ん
か
︑
と
︒
雑み

な
然し

か
り
と
し
て
相あ

ひ
許ゆ

る
す
︒

　

ま
ず
こ
の
故
事
成
語
の
舞
台
と
な
る
場
所
と
主
人
公
の
置
か
れ
た
状
況
に
つ
い
て
確
認
し

よ
う
︒
太
行
山
は
︑
河
北
省
・
山
西
省
東
部
・
河
南
省
を
南
北
に
走
る
山
脈
︒
王
屋
山
は
︑

山
西
省
西
部
に
あ
る
山
︒
こ
れ
ら
の
山
は
﹃
列
子
﹄
に
お
い
て
は
︑
も
と
も
と
冀
州
︵
現
在

の
河
北
省
か
ら
山
西
省
に
か
け
て
の
地
域
︶
の
南
側
︑
黄
河
の
北
側
に
在
っ
た
こ
と
に
な
っ

て
い
る
︒
山
の
北
側
に
住
ん
で
い
た
愚
公
が
︑
山
に
遮
ら
れ
て
南
側
の
土
地
へ
行
く
の
に
遠

回
り
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
苦
に
し
て
︑
家
族
を
集
め
て
相
談
し
︑
河
南
省
の
南
部
を
通

り
︑
漢
水
の
南
側
へ
抜
け
ら
れ
る
よ
う
に
山
を
削
っ
て
平
ら
に
す
る
こ
と
に
決
め
た
︒

　

其
妻
献
疑
曰
︑
以
君
之
力
︑
曽
不
能
損
魁
父
之
丘
︒
如
太
行
王
屋
何
︒
且
焉
置
土
石
︒

雑
曰
︑
投
諸
渤
海
之
尾
︑
隠
土
之
北
︒
遂
率
子
孫
︑
荷
担
者
一
夫
︑
叩
石
墾
壌
︑
箕

畚
運
於
渤
海
之
尾
︒
隣
人
京
城
氏
之
孀
妻
︑
有
遺
男
︑
始
齓
︑
跳
往
助
之
︒
寒
暑
易
節
︑

始
一
反
焉
︒

　

其
の
妻
︑
疑
ひ
を
献
じ
て
曰
は
く
︑
君
の
力
を
以
て
し
て
は
︑
曽す

な
はち

魁
く
わ
い

父ほ

の
丘

を
も
損そ

こ
な
ふ
能あ

た
は
ず
︒
太
行
・
王
屋
を
如い

何か
ん

せ
ん
︒
且
つ
焉い

づ
く
に
か
土
石
を
置
か
ん
︑

と
︒
雑み

な
曰
は
く
︑
諸こ

れ
を
渤ぼ

つ
海か

い
の
尾
︑
隠
土
の
北
に
投
ぜ
ん
︑
と
︒
遂
に
子
孫
を
率ひ

き
ゐ
︑

荷
担
す
る
者
一
夫
︑
石
を
叩
き
壌つ

ち

を
墾ひ

ら

き
︑
箕き

畚ほ
ん

も
て
渤
海
の
尾
に
運
ぶ
︒
隣
人

京
城
氏
の
孀さ

う

妻さ
い

に
︑
遺ゐ

男だ
ん

有
り
︑
始
め
て
齓し

ん

し
︑
跳お

ど

り
往ゆ

き
て
之
を
助
く
︒
寒
暑
︑

節せ
つ

を
易か

へ
て
︑
始
め
て
一
た
び
反か

へ
る
︒

　

太
行
・
王
屋
の
一
山
を
削
る
こ
と
を
決
め
た
愚
公
一
家
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
愚
公
の
妻
が

異
議
を
唱
え
る
︒
そ
れ
は
︑
老
人
の
力
で
は
魁
父
の
丘
︵
小
さ
な
丘
︶
を
崩
す
こ
と
も
で
き

ず
︑
し
か
も
削
っ
た
土
や
石
の
始
末
を
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
︑
極
め
て
常
識
的
な
も
の
で

あ
っ
た
︒
対
し
て
愚
公
ら
は
︑
土
や
石
は
渤
海
︵
現
在
の
遼
東
半
島
と
山
東
半
島
に
囲
ま
れ

た
内
海
︶
の
沿
岸
︑
隠
土
︵
中
国
東
北
部
に
あ
っ
た
州
の
名
︶
の
北
側
に
捨
て
れ
ば
よ
い
︑

と
答
え
︑
愚
公
は
子
や
孫
と
一
緒
に
石
を
砕
き
土
を
掘
り
︑
こ
れ
ら
を
モ
ッ
コ
︵
箕
畚
︶
に

入
れ
て
運
び
始
め
た
︒
隣
家
の
寡
婦
に
︑
歯
が
抜
け
替
わ
っ
た
ば
か
り
の
男
児
が
い
た
が
︑

彼
も
一
緒
に
加
勢
し
︑
家
に
帰
る
の
は
夏
と
冬
の
年
に
一
回
だ
け
で
あ
っ
た
︒

　

河
曲
智
叟
︑
笑
而
止
之
曰
︑
甚
矣
︑
汝
之
不
恵
︒
以
残
年
余
力
︑
曽
不
能
毀
山
之

一
毛
︒
其
如
土
石
何
︒
北
山
愚
公
長
息
曰
︑
汝
心
之
固
︑
固
不
可
徹
︒
曽
不
若
孀
妻

弱
子
︒
雖
我
之
死
︑
有
子
存
焉
︒
子
又
生
孫
︑
孫
又
生
子
︒
子
又
有
子
︑
子
又
有
孫
︒

子
子
孫
孫
︑
無
窮
匱
也
︒
而
山
不
加
増
︒
何
若
而
不
平
︒
河
曲
智
叟
︑
亡
以
応
︒

　

河
曲
の
智ち

叟そ
う

︑
笑
ひ
て
之
を
止
め
て
曰
は
く
︑
甚
だ
し
き
か
な
︑
汝
の
不
恵
な
る
︒

残
年
の
余
力
を
以
て
し
て
は
︑
曽す

な
はち

山
の
一
毛
を
も
毀こ

ぼ

つ
能あ

た

は
ず
︒
其
れ
土
石
を

如
何
せ
ん
︑
と
︒
北
山
の
愚
公
︑
長
息
し
て
曰
は
く
︑
汝
が
心
の
固
な
る
は
︑
固も

と

よ
り
徹
す
べ
か
ら
ず
︒
曽
ち
孀
妻
の
弱
子
に
も
若し

か
ず
︒
我
の
死
す
と
雖
も
︑
子

有
り
て
存
す
︒
子
又ま

た

孫
を
生
み
︑
孫
も
又
子
を
生
む
︒
子
又
子
有
り
︑
子
又
孫
有
り
︒

子
子
孫
孫
︑
窮

き
ゆ
う

匱き

す
る
無
し
︒
而し

か

る
に
山
は
加
増
せ
ず
︒
何い

か

若ん

ぞ
平
ら
か
な
ら
ざ

ら
ん
︑
と
︒
河
曲
の
智
叟
︑
以
て
応こ

た
ふ
る
亡な

し
︒

　

太
行
・
王
屋
の
一
つ
の
山
を
崩
そ
う
と
働
い
て
い
る
愚
公
を
︑
黄
河
の
傍
に
住
ん
で
い
る

智
恵
者
・
智
叟
が
笑
っ
て
止
め
た
︒
老
年
の
非
力
な
愚
公
で
は
︑
山
を
移
す
こ
と
は
で
き
ま

い
と
言
う
の
で
あ
る
︒
そ
れ
を
聞
い
た
愚
公
は
歎
息
し
て
︑
通
念
に
と
ら
わ
れ
た
頑
な
な
智

叟
を
隣
家
の
子
ど
も
に
も
及
ば
な
い
者
と
説
く
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
た
と
え
愚
公
の
寿
命
が
尽

き
た
と
し
て
も
︑
子
や
孫
ら
が
代
々
愚
公
の
志
を
受
け
継
い
で
︑
山
を
削
っ
て
平
地
に
し
よ

う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
︒
智
叟
は
こ
の
よ
う
に
返
答
さ
れ
て
言
葉
を
失
っ
て
し
ま
う
︒

　

操
蛇
之
神
聞
之
︑
懼
其
不
已
也
︑
告
之
於
帝
︒
帝
感
其
誠
︑
命
夸
蛾
氏
一
子
負
一
山
︑

一
厝
朔
東
︑
一
厝
雍
南
︒
自
此
冀
之
南
︑
漢
之
陰
︑
無
隴
断
焉
︒

　

操
蛇
の
神
︑
之
を
聞
き
︑
其
の
已や

ま
ざ
る
を
懼お

そ

る
る
や
︑
之
を
帝
に
告
ぐ
︒
帝
︑
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中　尾　健一郎

其
の
誠
に
感
じ
︑
夸こ

蛾が

氏
の
一
子
に
命
じ
て
一
山
を
負
は
し
め
︑
一
は
朔さ

く
東と

う
に
厝お

き
︑

一
は
雍よ

う
南な

ん
に
厝お

く
︒
此
れ
よ
り
冀き

の
南
︑
漢
の
陰み

な
み︑
隴ろ

う

断だ
ん

無
し
︒

　

愚
公
と
智
叟
の
や
り
取
り
を
知
っ
た
山
の
神
は
︑
愚
公
が
山
を
崩
す
こ
と
を
止
め
な
い
こ

と
に
恐
れ
を
い
だ
い
て
天
帝
に
報
告
し
た
︒
天
帝
は
愚
公
の
真
心
に
感
心
し
︑
夸
蛾
氏
の
一

人
の
子
に
一
つ
の
山
を
背
負
わ
せ
て
︑
太
行
山
を
朔
州
︵
現
在
の
河
北
省
︶
の
東
部
に
︑
王

屋
山
を
雍
州
︵
現
在
の
陝
西
省
︶
の
南
部
に
置
か
せ
た
︒
そ
れ
以
来
︑
冀
州
の
南
側
か
ら
漢

水
の
南
側
に
か
け
て
の
一
帯
に
は
︑
切
り
た
っ
た
丘
は
な
く
な
っ
た
と
い
う
︒

　

以
上
が
﹃
列
子
﹄
の
﹁
愚
公
移
山
﹂
の
内
容
で
あ
る
︒
斎
藤
の
﹁
半
日
村
﹂
と
関
わ
る
事

項
で
は
︑
山
を
移
す
こ
と
の
ほ
か
に
︑
愚
公
の
隣
家
の
未
亡
人
の
子
供
の
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
︒
歯
が
生
え
替
わ
っ
た
ば
か
り
の
子
供
で
あ
る
が
︑
家
に
は
年
に
一
回
帰
る
だ
け
と
い
う
︑

は
な
は
だ
真
面
目
で
勤
勉
な
人
物
で
あ
る
︒
筆
者
は
︑
彼
こ
そ
が
一
平
の
直
接
的
な
モ
デ
ル

で
あ
る
と
考
え
る
︒
と
い
う
の
は
︑﹁
半
日
村
﹂
の
初
出
で
あ
る
﹃
一
年
の
学
習
﹄︵
臨
時
増

刊
号
︑
学
習
研
究
社
︑
一
九
一
九
年
九
月
︶
の
挿
絵
に
お
い
て
︑
主
人
公
・
一
平
は
読
者
で

あ
る
小
学
一
年
生
︑
つ
ま
り
︑
歯
の
生
え
替
わ
る
一
～
八
歳
頃
の
子
供
と
同
年
代
の
人
物
と

し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
挿
絵
を
描
い
て
い
る
滝
平
一
郎
は
絵
を
創
作
す
る
際
︑

斎
藤
の
意
を
充
分
に
汲
ん
で
い
る
と
見
ら
れ
る
か
ら
︑
挿
絵
に
は
斎
藤
の
イ
メ
ー
ジ
が
投
影

さ
れ
て
い
る
と
言
え
る

8
︒

　

と
こ
ろ
で
︑﹁
愚
公
移
山
﹂
に
登
場
す
る
少
年
が
︑
か
り
に
﹁
半
日
村
﹂
の
一
平
の
モ
デ

ル
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
作
品
自
体
に
は
他
に
も
様
々
な
相
違
点
が
あ
る
︒
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
も
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

三　
「
半
日
村
」
と
「
愚
公
移
山
」
の
比
較

　
﹁
愚
公
移
山
﹂
と
﹁
半
日
村
﹂
で
は
主
人
公
が
異
な
る
の
は
前
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
が
︑

こ
の
一
つ
の
間
に
は
︑
さ
ら
に
様
々
な
相
違
点
が
あ
る
︒
絵
本
﹁
半
日
村
﹂
の
段
落
ご
と
に

そ
の
梗
概
を
記
し
︑﹁
愚
公
移
山
﹂
に
つ
い
て
も
要
点
を
連
ね
て
︑
本
稿
末
尾
に
比
較
の
た

め
の
対
照
表
を
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
︒
こ
の
対
照
表
か
ら
﹁
半
日
村
﹂
と
﹁
愚
公
移
山
﹂
の

相
違
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
︒

　
　
（
ア
）
主
人
公
に
つ
い
て　
﹁
半
日
村
﹂
で
は
少
年
︑﹁
愚
公
移
山
﹂
で
は
老
人
︒

　
　
（
イ
）
山
に
つ
い
て　
﹁
半
日
村
﹂
で
は
南
側
に
あ
る
無
名
の
︑
日
を
遮
る
一
つ
の
山
︒

﹁
愚
公
移
山
﹂
で
は
太
行
・
王
屋
と
い
う
巨
大
な
一
つ
の
山
︒

　
　
（
ウ
）
山
の
土
を
移
す
場
所　
﹁
半
日
村
﹂
で
は
村
の
北
側
に
あ
る
湖
︒﹁
愚
公
移
山
﹂

で
は
中
国
大
陸
の
東
側
に
あ
る
渤
海
沿
岸
︒

　
　
（
エ
）
山
の
土
を
移
す
人
　々
﹁
半
日
村
﹂
で
は
︑
最
初
は
少
年
一
人
で
あ
っ
た
が
︑
後

に
子
供
た
ち
︑
大
人
た
ち
︑
村
中
の
人
々
︑
代
替
わ
り
し
た
大
人
た
ち
と
子
供
た

ち
が
加
わ
る
︒﹁
愚
公
移
山
﹂
で
は
老
人
と
そ
の
子
と
孫
に
加
え
て
︑
隣
家
の
寡
婦

の
子
供
︒

　
　
（
オ
）
主
人
公
の
行
動
に
意
見
す
る
、
あ
る
い
は
主
人
公
を
嘲
弄
す
る
人
物　
﹁
半
日

村
﹂
で
は
︑
は
じ
め
は
主
人
公
の
友
人
で
あ
る
子
供
た
ち
︑
次
に
村
の
大
人
た
ち
︒

﹁
愚
公
移
山
﹂
で
は
老
人
の
妻
︑
そ
れ
か
ら
智
叟
︒

　
　
（
カ
）
山
が
移
る
の
に
か
か
っ
た
時
間　
﹁
半
日
村
﹂
で
は
︑
主
人
公
の
少
年
が
大
人
に

な
り
︑
子
供
が
生
ま
れ
て
生
長
す
る
ほ
ど
の
長
期
間
︒﹁
愚
公
移
山
﹂
で
は
︑
九
十

歳
に
な
ろ
う
と
す
る
愚
公
一
代
の
み
の
短
期
間
︒

　
　
（
キ
）
山
を
移
し
た
存
在　
﹁
半
日
村
﹂
で
は
主
人
公
を
含
む
村
人
た
ち
︒﹁
愚
公
移
山
﹂

で
は
︑
天
帝
の
命
令
を
受
け
た
一
人
の
巨
人
︒

　
　
（
ク
）
山
が
移
っ
た
場
所　
﹁
半
日
村
﹂
で
は
村
の
北
側
に
あ
る
湖
の
中
︒﹁
愚
公
移
山
﹂

で
は
︑
山
西
省
の
東
側
と
西
側
︒

　
﹁
半
日
村
﹂
と
﹁
愚
公
移
山
﹂
を
比
較
し
て
︑
そ
の
顕
著
な
違
い
を
挙
げ
る
な
ら
︑
そ
れ

は
後
者
の
話
の
規
模
が
大
き
過
ぎ
る
こ
と
で
あ
る
︒
中
国
大
陸
の
地
図
を
開
い
て
み
れ
ば
す

ぐ
に
わ
か
る
こ
と
だ
が
︑
愚
公
が
移
そ
う
と
す
る
太
行
山
も
王
屋
山
も
︑
少
人
数
で
土
を
移

す
に
は
巨
大
な
上
に
︑
渤
海
ま
で
の
道
の
り
も
黄
河
の
中
流
域
か
ら
は
驚
く
ほ
ど
遠
い
︒
し

た
が
っ
て
︑
主
人
公
と
そ
の
関
係
者
が
力
を
合
わ
せ
て
山
を
移
す
と
い
う
主
題
は
共
通
す
る

が
︑
両
者
に
は
空
間
的
に
も
時
間
的
に
も
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
︒

　
﹁
山
を
移
す
﹂
と
い
う
主
題
が
共
通
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑﹁
半
日
村
﹂
と
﹁
愚
公
移

山
﹂
に
は
︑
何
故
に
こ
の
よ
う
な
差
が
見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
斎
藤
の
作
品
に
は
︑

山
を
移
す
大
男
︑﹁
八
郎
﹂﹁
一
コ
﹂︵
い
ず
れ
も
﹃
ベ
ロ
出
し
チ
ョ
ン
マ
﹄
に
収
録
す
る
作

品
の
主
題
で
あ
り
︑
か
つ
そ
の
主
人
公
の
名
前
︶
が
登
場
す
る
が
︑﹁
半
日
村
﹂
に
お
い
て

は
﹁
愚
公
移
山
﹂
と
は
異
な
り
︑﹁
山
を
動
か
す
巨
人
﹂
は
登
場
せ
ず
︑
あ
く
ま
で
も
人
間

の
労
働
力
で
山
を
移
す
こ
と
が
記
述
さ
れ
る
︒
そ
れ
は
何
故
な
の
だ
ろ
う
か
︒
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小学校国語の副教材としての斎藤隆介「半日村」について（上）

　

筆
者
が
考
え
る
に
︑
そ
れ
は
斎
藤
が
﹁
半
日
村
﹂
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
︑﹃
列
子
﹄

の
﹁
愚
公
移
山
﹂
説
話
を
直
接
的
に
利
用
し
た
の
で
は
な
く
︑
他
に
も
基
づ
い
た
文
献
が
あ

り
︑
し
か
も
そ
の
文
献
と
斎
藤
の
思
想
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
斎
藤
の
思
想

お
よ
び
彼
が
﹁
半
日
村
﹂
執
筆
の
際
に
基
づ
い
た
と
見
ら
れ
る
文
献
に
つ
い
て
は
︑
続
稿
に

お
い
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
︒

注１
斎
藤
隆
介
の
作
品
に
つ
い
て
は
︑
絵
本
お
よ
び
童
話
は
鍵
括
弧
で
く
く
り
︑
童
話
集
の
書
名
に

つ
い
て
は
一
重
鍵
括
弧
で
く
く
る
も
の
と
す
る
︒

2

棚
田
真
由
美
﹁
斎
藤
隆
介
作
・
滝
平
一
郎
絵
の
教
材
作
品
に
関
す
る
考
察
﹂︵﹃
兵
庫
教
育
大
学

近
代
文
学
雑
志
﹄︑
兵
庫
教
育
大
学
学
校
教
育
研
究
科
紀
要
︑
一
〇
〇
一
年
︶
一
八
～
一
〇
頁
を

参
照
︒
な
お
後
掲
注
︵
3
︶
の
教
科
書
に
お
け
る
斎
藤
作
品
の
採
録
数
は
同
氏
の
研
究
に
よ
る
︒

3

採
録
数
は
︑﹁
モ
チ
モ
チ
の
木
﹂
一
一
例
︑﹁
八
郎
﹂
一
例
︑﹁
半
日
村
﹂
一
例
︑﹁
ソ
メ
コ
と
オ
ニ
﹂

一
例
︑﹁
花
さ
き
山
﹂
一
例
︑﹁
天
の
笛
﹂
一
例
︑﹁
ベ
ロ
出
し
チ
ョ
ン
マ
﹂
一
例
︑﹁
緑
の
馬
﹂
一
例
︒

4

注
︵
2
︶
所
掲
︑
棚
田
論
文
︑
資
料
一
〇
﹁
斎
藤
隆
介
作・滝
平
一
郎
絵
の
教
材
作
品
採
録
状
況
﹂

を
参
照
︒
同
論
文
に
よ
れ
ば
︑﹁
半
日
村
﹂
の
採
用
例
は
︑
学
校
図
書
が
昭
和
一
一
～
一
〇
年
に

刊
行
の
﹃
国
語　

一
年
下
﹄
お
よ
び
平
成
元
～
一
年
に
刊
行
の
﹃
国
語　

一
年
上
﹄
の
一
例
に

の
ぼ
る
︒

5
﹃
立
っ
て
み
な
さ
い
﹄﹁
あ
と
が
き
﹂
に
︑
斎
藤
は
木
下
順
一
の
言
葉
と
断
っ
た
上
で
︑﹁﹁
再
話
﹂

は
﹁
再
創
造
﹂
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
﹂︵
一
一
一
頁
︶
と
述
べ
て
い
る
︒
な
お
︑
木

下
の
言
葉
と
は
︑
木
下
順
一
﹁
民
話
と
そ
の
再
創
造
﹂︵﹃
木
下
順
一
集
﹄
第
一
巻
︑
岩
波
書
店
︑

一
九
八
八
年
︶
中
の
文
章
︑﹁
問
題
の
第
一
は
︑
さ
て
そ
う
や
っ
て
自
分
な
り
に
取
っ
て
押
え
た

民
話
な
る
も
の
を
︑ど
う
や
っ
て
再
話
な
り
再
創
造
な
り
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
﹂︵
一
八
一

頁
︶
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
︒

6
﹁
創
作
民
話
﹂
と
い
う
言
葉
と
こ
れ
に
つ
い
て
の
斎
藤
の
考
え
は
︑
古
田
足
日
と
の
対
談
﹁﹁
創

作
民
話
﹂
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
民
話
と
﹁
創
作
民
話
﹂
の
文
学
的
課
題
﹂︵﹃
斎
藤
隆
介
全
集
﹄
第

一
巻
︿
岩
崎
書
店
︑
一
九
八
一
年
﹀
所
収
︒
初
出
は
﹁
季
刊
文
学
教
育
﹂
第
一
号
︑
鳩
の
森
書
房
︑

一
九
一
〇
年
一
月
︶
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

7
﹃
列
子
﹄
の
原
文
は
︑
楊
伯
峻
﹃
列
子
集
釈
﹄︵
新
編
諸
子
集
成
︑
中
華
書
局
︑
一
九
一
九
年
︒

初
出
は
龍
門
聯
合
書
局
︑
一
九
一
八
年
︶
に
よ
り
︑
正
字
体
を
通
行
の
字
体
に
改
め
た
︒
ま
た

山
の
名
で
あ
る
﹁
太
行
﹂
は
︑
原
文
で
は
﹁
太
形
﹂
で
あ
る
が
︑
晋
・
張
湛
の
注
に
従
っ
て
文

字
を
改
め
た
︒
ま
た﹁
何
苦
而
不
平
﹂句
に
お
け
る﹁
苦
﹂字
も
︑楊
伯
峻
の
注
に
し
た
が
い﹁
若
﹂

字
に
改
め
た
︒

8

滝
平
一
郎
は
創
作
民
話
集
﹃
わ
ら
の
馬
﹄︵
講
談
社
︑
一
九
一
九
年
︶
の
﹁
あ
と
が
き
﹂
に
︑﹁
す

で
に
私
は
︑
さ
し
絵
や
絵
本
な
ど
で
斎
藤
作
品
の
絵
を
一
百
枚
以
上
も
描
い
て
い
ま
し
た
し
︑

斎
藤
さ
ん
の
呼
吸
に
合
わ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
人
一
倍
変
な
自
信
が
あ
り
ま
し
た
﹂︵
八
〇
頁
︶

と
述
べ
て
お
り
︑
彼
の
斎
藤
作
品
の
挿
絵
を
描
く
こ
と
に
対
す
る
自
信
の
ほ
ど
が
窺
え
る
︒
な
お
︑

﹃
わ
ら
の
馬
﹄
に
収
め
ら
れ
て
い
る
斎
藤
の
作
品
は
︑
一
九
一
〇
年
代
後
半
に
滝
平
か
ら
の
は
た

ら
き
か
け
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
滝
平
の
文
章
の
執
筆
時
期
は
﹁
半
日
村
﹂
の

初
出
か
ら
は
隔
た
っ
て
い
る
が
︑
一
九
一
九
年
に
発
表
さ
れ
た
﹁
半
日
村
﹂
と
一
九
八
〇
年
に

出
版
さ
れ
た
絵
本
﹁
半
日
村
﹂
の
挿
絵
に
お
け
る
一
平
の
人
物
描
写
を
比
較
す
る
と
︑
髪
型
の

表
現
な
ど
を
除
け
ば
さ
ほ
ど
大
き
な
変
化
は
見
ら
れ
な
い
︒
こ
の
こ
と
か
ら
も
︑
斎
藤
・
滝
平

の
両
者
の
間
に
は
︑
一
平
の
人
物
造
形
に
つ
い
て
共
通
理
解
が
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
︒
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①
半
日
村
の
由
緒
︒
村
の
う
し
ろ
に
あ
る
高
い
山
に
遮
ら
れ
て
︑
午
前
中
は
日
が
当
た
ら
な
い
︒

②
昼
頃
に
よ
う
や
く
日
が
山
の
上
に
姿
を
見
せ
︑
鳥
は
う
た
い
︑
花
は
笑
い
︑
子
供
た
ち
は
騒

ぎ
出
す
︒
田
圃
の
稲
も
元
気
に
水
を
吸
い
上
げ
始
め
る
︒

③
す
ぐ
に
夕
方
が
き
て
︑
村
の
前
に
あ
る
湖
か
ら
寒
い
風
が
吹
い
て
く
る
︒
稲
は
水
を
吸
い
上

げ
る
の
も
や
め
て
︑
体
を
縮
こ
め
て
震
え
出
す
︒
半
日
村
の
米
は
よ
そ
の
村
の
半
分
し
か
と

れ
ず
︑
村
人
は
み
な
痩
せ
て
︑
元
気
が
な
い
︒

④
一
平
と
い
う
子
供
が
い
た
︒
両
親
が
︑
日
を
遮
る
山
が
あ
る
︑
悪
い
村
に
生
ま
れ
た
と
思
っ

て
諦
め
る
よ
り
仕
方
が
無
い
︑
と
話
し
合
っ
て
い
る
の
を
耳
に
す
る
︒

⑤
一
平
は
翌
朝
︑
袋
を
担
い
で
山
に
登
っ
た
︒

⑥
山
の
頂
上
に
つ
く
と
︑
土
を
袋
に
詰
め
て
山
を
下
り
︑
土
を
村
の
前
の
湖
に
落
と
し
た
︒
再
度
︑

山
の
頂
上
に
登
り
︑
土
を
袋
に
詰
め
る
と
︑
ま
た
山
を
下
っ
て
土
を
湖
に
落
と
し
た
︒
そ
の
頃
︑

昼
に
な
っ
て
︑
子
供
た
ち
が
騒
ぎ
出
し
た
︒

⑦
一
平
が
山
の
土
を
湖
の
中
に
移
し
て
い
る
の
を
見
た
子
供
た
ち
は
︑
興
味
を
も
っ
て
︑
一
平

に
そ
の
目
的
を
聞
い
た
︒
す
る
と
一
平
は
︑﹁
あ
の
山
を
み
ず
う
み
に　

う
め
ち
ま
お
う
と
お

も
っ
て
る
ん
だ
﹂
と
答
え
る
︒
そ
れ
を
聞
い
た
子
供
た
ち
は
︑﹁
一
平
の
や
ろ
う
︑ば
っ
か
じ
ゃ

な
か
ろ
う
か
︑
気
が
ち
が
っ
た
ん
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
﹂
と
︑
大
笑
い
し
た
が
︑
一
平
は
山
の

土
を
湖
に
移
す
こ
と
を
や
め
な
か
っ
た
︒

⑧
毎
日
々
々
︑
一
平
が
休
ま
ず
続
け
て
い
る
の
で
︑
ま
ね
す
る
子
供
が
一
︑一
人
で
て
き
た
︒

⑨
そ
の
う
ち
︑
村
じ
ゅ
う
の
子
供
た
ち
が
一
列
に
な
っ
て
︑
袋
を
担
い
で
山
に
登
り
始
め
た
︒

大
人
た
ち
は
﹁
山
が　

う
ご
か
せ
る
も
ん
じ
ゃ
ね
え
︒
み
ず
う
み
を
う
め
ら
れ
る
も
ん
じ
ゃ

ね
え
﹂
と
初
め
は
笑
っ
て
い
た
︒

⑩
し
か
し
そ
の
後
︑
も
っ
こ
の
使
い
方
︑
土
の
掘
り
か
た
を
教
え
る
大
人
も
で
て
き
た
︒

⑪
山
は
低
く
な
る
気
配
す
ら
な
か
っ
た
が
︑
次
第
に
土
を
運
ぶ
大
人
が
増
え
︑
仕
事
の
合
間
に
︑

村
じ
ゅ
う
の
大
人
た
ち
が
︑
も
っ
こ
を
担
い
で
山
に
の
ぼ
り
始
め
た
︒

⑫
何
日
も
何
日
も
︑
大
人
と
子
供
が
土
を
担
い
で
山
を
登
っ
た
り
降
り
た
り
し
て
い
る
う
ち
に
︑

日
の
あ
た
る
の
が
早
く
な
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
︒

半
日
村

○
﹁
半
日
村
﹂﹁
愚
公
移
山
﹂
対
照
表

①
黄
河
の
北
側
に
太
行
山
・
王
屋
山
と
い
う
万
仞
の
高
さ
を
も
つ
山
が
あ
っ
た
︒

②
山
の
北
側
に
︑
愚
公
と
い
う
九
十
歳
に
近
い
老
人
が
い
た
︒
山
に
面
し
た
土
地
に
住
み
︑
道

が
険
し
く
︑
山
の
南
側
に
行
く
の
に
遠
回
り
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
を
苦
に
し
て
い
た
︒

③
愚
公
は
家
族
を
集
め
て
︑
一
家
で
力
を
合
わ
せ
て
険
し
い
山
を
平
ら
に
し
て
︑
河
南
省
を
ま
っ

す
ぐ
に
通
り
︑
漢
水
の
南
に
到
達
で
き
る
よ
う
に
し
よ
う
と
相
談
し
た
︒

④
家
族
は
み
な
賛
同
し
た
が
︑
愚
公
の
妻
は
夫
の
腕
力
に
疑
い
を
挟
ん
で
︑
そ
の
上
︑
運
ん
だ

土
や
石
を
ど
こ
へ
置
く
の
か
と
尋
ね
た
︒

⑤
愚
公
ら
は
土
と
石
は
東
に
あ
る
渤
海
と
東
北
の
果
て
の
地
に
放
り
投
げ
れ
ば
よ
い
と
答
え
て
︑

と
う
と
う
愚
公
は
子
と
孫
を
連
れ
て
一
人
で
︑
石
を
砕
き
︑
土
を
掘
っ
て
︑
も
っ
こ
に
入
れ
︑

渤
海
の
端
へ
運
ん
だ
︒

⑥
愚
公
の
隣
に
住
む
寡
婦
の
︑
歯
が
抜
け
替
わ
っ
た
ば
か
り
の
一
︑八
歳
の
子
供
も
愚
公
を
手
伝

い
︑
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
︑
や
が
て
一
年
が
過
ぎ
た
︒

⑦
黄
河
の
ほ
と
り
に
住
む
智
叟
が
︑
愚
公
を
思
慮
分
別
が
な
い
と
笑
っ
て
︑
老
人
の
非
力
と
︑

目
的
を
達
成
す
る
見
と
お
し
が
薄
い
こ
と
を
嘲
っ
た
︒

⑧
愚
公
は
︑
智
叟
の
見
識
の
狭
さ
に
嘆
息
し
︑
寡
婦
の
子
供
に
も
及
ば
な
い
と
し
た
︒
ま
た
︑

た
と
え
自
分
が
死
ん
で
も
︑
子
や
孫
が
代
々
自
分
の
行
い
を
受
け
継
い
だ
な
ら
︑
山
の
高
さ

は
増
え
な
い
の
だ
か
ら
︑
い
つ
か
き
っ
と
山
は
平
ら
に
な
る
と
諭
し
た
︒
そ
れ
を
聞
い
て
︑

智
叟
は
沈
黙
し
た
︒

⑨
蛇
を
手
に
持
つ
山
の
神
は
︑
愚
公
と
智
叟
の
や
り
と
り
を
聞
い
て
︑
愚
公
の
行
い
が
や
ま
な

い
こ
と
を
恐
れ
た
︒
そ
こ
で
こ
の
こ
と
を
天
帝
に
告
げ
る
と
︑
天
帝
は
愚
公
の
誠
意
に
感
じ

入
っ
た
︒
そ
し
て
夸
蛾
氏
の
子
で
あ
る
一
人
の
巨
人
に
一
つ
の
山
を
背
負
わ
せ
︑
太
行
山
を

山
西
省
の
東
側
に
︑
王
屋
山
を
山
西
省
の
西
側
に
置
か
せ
た
︒

⑩
こ
の
時
か
ら
︑
黄
河
の
北
側
か
ら
黄
河
を
と
お
っ
て
︑
漢
水
の
南
側
に
至
る
ま
で
︑
切
り
立
っ

て
聳
え
︑
人
を
遮
る
場
所
は
な
く
な
っ
た
︒

愚
公
移
山
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⑬
何
年
も
何
年
も
た
っ
て
︑
大
人
た
ち
は
死
に
︑
一
平
た
ち
は
大
人
に
な
っ
た
︒

　

そ
れ
で
も
村
人
た
ち
は
仕
事
の
合
間
に
土
を
運
び
︑
一
平
の
子
供
た
ち
も
遊
ぶ
代
わ
り
に
山

に
登
っ
て
土
を
運
ん
だ
︒

⑭
あ
る
朝
︑
半
日
村
で
鶏
が
な
く
と
︑
村
の
田
圃
に
朝
日
が
射
し
た
︒
一
平
を
は
じ
め
︑
村
人

た
ち
は
大
人
も
子
供
も
家
の
前
に
飛
び
出
し
て
︑精
一
杯
︑朝
日
を
浴
び
て
︑声
を
出
し
て
笑
っ

た
︒

⑮
山
は
半
分
に
な
り
︑
埋
め
立
て
ら
れ
た
湖
も
半
分
に
な
っ
て
︑
そ
こ
は
田
圃
に
な
っ
た
︒
そ

れ
か
ら
半
日
村
は
︑﹁
一
日
村
﹂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
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