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も
と
も
と
私
は
紹
聖
三
年
の
秋
か
ら
宛
丘
の
南
門
に
あ

る
霊
通
寺
の
西
堂
に
移
り
住
ん
で
い
た
。
そ
の
年
の
十
二
月
、
海
棠

か
い
ど
う

を
二
つ
自

分
で
西
堂
に
植
え
た
。
翌
年
の
正
月
に
は
雨
が
程
よ
く
降
っ
て
海
棠
が
す
く
す

く
と
伸
び
た
。
二
月
に
は
花
が
咲
き
そ
う
だ
っ
た
の
で
、
私
は
飲
み
友
達
と
し

め
し
あ
わ
せ
、
美
酒
を
取
り
寄
せ
て
海
棠
を
見
な
が
ら
酒
を
飲
も
う
と
し
た
。 

 

二
月
六
日
、
私
は
左
遷
を
命
ぜ
ら
れ
、
旅
装
を
整
え
て
黄
州
に
行
っ
た
。
そ

の
後
、
世
の
中
が
騒
が
し
く
私
も
住
ま
い
を
移
し
た
の
で
、
そ
れ
以
降
花
を
見

る
機
会
が
な
か
っ
た
。
黄
州
に
来
て
一
年
に
な
ろ
う
と
し
た
と
き
、
霊
通
寺
の

僧
か
ら
手
紙
が
来
て
、
以
前
と
同
じ
よ
う
に
海
棠
の
花
が
咲
い
た
と
言
っ
て
き

た
。 

 

そ
こ
で
私
は
思
っ
た
。
こ
の
海
棠
を
植
え
た
場
所
は
、
私
の
寝
室
か
ら
十
歩

も
離
れ
て
い
な
い
、
近
所
の
人
や
親
戚
と
酒
を
飲
ん
で
花
を
楽
し
も
う
と
思
え

ば
、
当
然
簡
単
に
で
き
る
。
し
か
し
黄
州
に
着
く
と
も
う
そ
れ
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
将
来
の
事
は
予
測
で
き
な
い
も
の
だ
。
今
、
海
棠
か
ら
の
距
離

は
千
里
に
も
な
ろ
う
と
し
、
そ
の
上
わ
が
身
は
罪
に
問
わ
れ
て
い
る
。
私
が
今

後
ど
う
な
る
か
は
自
分
で
も
ま
だ
分
か
ら
ず
、
私
が
海
棠
を
す
ぐ
に
見
る
こ
と

も
ま
だ
で
き
な
い
。
し
か
し
両
者
（
①
私
が
ど
う
な
る
か
②
い
つ
花
を
み
る
こ



と
が
で
き
る
か
）
と
も
予
測
不
可
能
と
い
う
点
に
お
い
て
、（
よ
い
事
が
起
き
る

可
能
性
も
あ
る
の
だ
か
ら
）
ど
う
し
て
こ
の
花
が
突
然
私
の
目
の
前
に
現
れ
な

い
と
わ
か
ろ
う
か
。
い
や
、
わ
か
ら
な
い
。（
私
の
左
遷
が
許
さ
れ
て
、
こ
の
花

が
私
の
前
に
現
れ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。）
※
そ
の
後
筆
者
は
中
央
政
界
に
復

帰
し
た
。 

訳
注 

 

３
行
目
「
一
酔
」
６
行
目
「
一
飲
」
の
「
一
」
は
他
の
用
例
か
ら
判
断
す
る

と
い
ず
れ
も
「
一
回
」
の
意
味
で
あ
り
「
一
緒
」
で
は
な
い
。 

８
行
目
の
「
其
」
は
私
（
筆
者
）。
理
由
は
、
文
章
が
次
の
よ
う
な
対
句
に
な

っ
て
い
る
か
ら
。 

其
行
止
、
未
能
自
期
、
其 そ

の
行
止

こ

う

し

は
未 い

ま

だ

自
み
ず
か

ら
期
す
る
こ
と
能 あ

た

わ
ざ
れ
ば
、 

其
于
棠
、
未
遽
得
見 

其 そ

の
棠 ど

う

に
于 お

い
て
は
未
だ
遽 に

わ

か
に
は
見
る
を
得
ざ
る 

也 な
り

。 

音
読
用
書
き
下
し
文
※
音
読
の
た
め
ル
ビ
と
送
り
が
な
の
歴
史
的
か
な
づ
か
い
は
今
の
か
な
づ
か

い
に
変
更
。 

 

始
め
余 よ 

丙 へ
い

子 し

の
秋
を
以 も

っ

て
宛 え

ん

丘
き
ゅ
う

南
門
の
霊
通
禅
刹

ぜ
ん
さ
つ

の
西
堂
に
寓
居

ぐ
う
き
ょ

す
。
是 こ

の
歳 と

し

の
季 き

冬 と
う

、
手 て

ず
か
ら
両

り
ょ
う

海
棠

か
い
ど
う

を
堂
下

ど

う

か

に
植 う

う
。
丁 て

い

丑
ち
ゅ
う

の
春
に
至
り
、
時 じ

沢 た
く



屢
し
ば
し
ば

至 い
た

り
、
棠 ど

う 

茂
悦

も

え

つ

す
る
な
り
。
仲

ち
ゅ
う

春
し
ゅ
ん

、
且 ま

さ

に
華 は

な

さ
か
ん
と
す
。
余 よ 

常 つ
ね

に
与 と

も

に
飲
む

所
と
こ
ろ

の
者
と
約
し
、
且 か

つ
美
酒
を
致 い

た

し
、
将 ま

さ

に
樹
間

じ
ゅ
か
ん

に
一
酔

い
っ
す
い

せ
ん
と
す
。 

 

是 こ

の
月
の
六
日
、
予 よ 

謫
書

た
く
し
ょ

を
被

こ
う
む

り
、
治
行

ち

こ

う

し
て
黄
州
に
之 ゆ

く
。
俗
事

ぞ

く

じ

紛
然

ふ
ん
ぜ
ん

と

し
、
余 よ

も
亦 ま

た
居 き

ょ

を
遷 う

つ

し
、
因 よ

り
て
復 ま

た
花
を

省
か
え
り
み

ず
。
黄
に
到
り
て
且 ま

さ

に
周

し
ゅ
う

歳 さ
い

な
ら
ん
と
す
。
寺 じ

僧 そ
う

の
書 し

ょ

来 き

た
り
て
、
花
の
自 じ

如 じ
ょ

た
る
を
言
う
な
り
。 

 

余 よ 

因 よ

り
て
思
う
に
、
玆 こ

の
棠 ど

う

の
植
え
し
所
は
、
余 よ

の
寝 し

ん

を
去 さ

る
こ
と
十
歩
と

無 な

く
、
隣
里

り

ん

り

親
戚

し
ん
せ
き

と
一
飲

い
ち
い
ん

し
て
之 こ

れ

を
楽
し
ま
ん
と
欲 ほ

っ

せ
ば
、
宜 よ

ろ

し
く
必
ず
難 か

た

き

こ
と
無 な

き
を
得 う

べ
き
な
り
。
然 し

か

れ
ど
も
至 い

た

る
に

垂
な
ん
な
ん

と
し
て
之 こ

れ

を
失
う
。
事 こ

と

の

知
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
此 か

く
の
如 ご

と

し
。
今 い

ま

棠 ど
う

を
去
る
こ
と
且 ま

さ

に
千
里
な
ら
ん
と

し
、
又 ま

た
身 み

は
罪 ざ

い

籍 せ
き

に
在 あ

り
て
、
其 そ

の
行 こ

う

止 し

は
未 い

ま

だ
自

み
ず
か

ら
期 き

す
る
こ
と
能 あ

た

わ
ざ

れ
ば
、
其 そ

の
棠 ど

う

に
于 お

い
て
は
未 い

ま

だ
遽 に

わ

か
に
は
見
る
を
得 え

ざ
る
な
り
。
然 し

か

れ
ど
も
均 ひ

と

し
く
知
る
べ
か
ら
ざ
る
に
于 お

い
て
は
、
則

す
な
わ

ち
安 い

ず

く
ん
ぞ
此 こ

の
花
の
忽
然

こ
つ
ぜ
ん

と
し
て

吾 わ

が
目
前

も
く
ぜ
ん

に
在 あ

ら
ざ
る
を
知
ら
ん
や
。 

※
之 ゆ

く
：
コp

1
4
0
 

□
左
遷
の
わ
が
身
を
憂
え
て
文
を
つ
づ
る
典
型
的
パ
タ
ー
ン
。p

 

【
主
張
を
つ
か
む
】 

ス
テ
ッ
プ
１ 

最
初
の
２
行
を
読
む 

 

「
始
め
余
（
私
は
）
…
」
傍
線
(1)
で
停
止
。 



ス
テ
ッ
プ
２ 

最
後
の
３
行
を
読
む 

 

オ
シ
リ
か
ら 

読
む
と
わ
か
る
よ 

お
結
論

m
10  

 

早
読
み
は 

最
初
と
最
後
に 

主
語
述
語

m
9  

 

う
し
ろ
か
ら
な
が
め
る
と
、
文
末
の
読
み
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
は

読
ま
な
い
。
最
後
の
３
行
の
最
初
（
８
行
目
）
を
見
る
と
、
そ
の
直
前
の
「
今
」

か
ら
始
ま
る
。
１
字
だ
け
最
後
の
４
行
を
読
む
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
字
は
見

逃
せ
な
い
。「
今
」
は[

今
の
世
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
！]

の
キ
ー
ワ
ー
ド
な
の
で
、

ゼ
ッ
タ
イ
必
ず
ど
こ
か
の
設
問
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も[

対
比
に
注
意
！]

す
る

と
、
１
行
目
の
「
始
め
」
と
「
今
」
が
対
比
に
な
っ
て
い
る
。 

そ
こ
で
、
傍
線
(1)
を
無
視
し
て
２
行
目
を
読
み
、
最
初
の
２
行
と
最
後
の
３

行
を
共
通
の
言
葉
で
対
比
さ
せ
る
と
次
の
と
お
り
。 

  

始
め 

余 よ

…
Ａ

棠 ど
う 

茂
悦
注
７

盛
ん
に
し
げ
り
成
長 

 
⇔
 

対
比 

 

今 
 

棠 ど
う

を
去
る
こ
と
且 ま

さ

に
千
里
な
ら
ん
と
す
。
又 ま

た
身 み

は
罪
籍
に
在
り 

 

漢
文
の
対
比
は
露
骨
に
「
ヨ
イ
！
ダ
メ
！
」
だ
か
ら

m
1
2

、 

 

始
め
：
ヨ
イ 

私
…
Ａ
棠 ど

う

成
長 

 
⇔
 

対
比 

 

今 

：
ダ
メ 

棠 ど
う

か
ら
遠
く
離
れ
、
自
分
自
身
（
私
）
は
罪
人 

 



 
と
し
て
お
い
て
傍
線
Ａ
問
２
の
選
択
肢
を
な
が
め
る
。 

問
２ 

コ
レ
だ
け
知
識{

今}{

対
比}{

熟} 

ヨ
イ
・
ダ
メ
の
言
葉
だ
け
に
着
目
す
る
と
次
の
と
お
り
。 

 
 

①
喜
・
満
足 

 
 

②
豊
作
・
幸
福 

 
 

③
喜
・
退
屈 

 
 

④
閉
口
・
楽
し
み 

 
 

⑤
喜
・
不
安 

 

傍
線
Ａ
は
ヨ
イ
な
の
で
、
ダ
メ
を
含
む
③
退
屈
④
閉
口
⑤
不
安
は
消
え
、
正

解
は
①
か
②
。「
正
解
は
正
確
な
訳
で
作
ら
れ
る
」m

1
9

の
で
、
①
の
「
寺
院
」

は
１
行
目
「
霊
通
禅
刹
注
３

寺
院
」
に
あ
り
、
②
の
「
豊
作
」
は
原
文
に
な
い
。

そ
こ
で
①
が
正
解 

ス
テ
ッ
プ
３ 

最
終
設
問
の
選
択
肢
を
見
る 

 

問
２
の
処
理
で
３
分
を
使
っ
た
の
で
、
問
８
「
筆
者
の
心
境
」
の
選
択
肢
は

見
な
い
で
退
却
。
で
も
、
筆
者
の
心
境
の
一
部
が
「
昔
ハ
ッ
ピ
ー
、
い
ま
サ
イ

テ
ー
」
で
あ
る
こ
と
は
問
２
で
わ
か
っ
た
。
こ
れ
で
十
分
。
こ
れ
が
大
事
。 

 

問
１ 

論
理
の
問
２
を
か
た
づ
け
て
問
１
を
解
こ
う
と
し
た
が
、
(1)
が
少
し
難

し
い
。 

(1) 

「
手
植
」
が
「
自
分
の
手
で
植
え
る
」
こ
と
か
ら
「
自
分
で
植
え
る
」
こ

と
だ
と
わ
か
り
、「
手
＝
自
分
の
手
で
→
自
分
で
、
み
ず
か
ら
」
と
見
当
は
つ
い



た
が
、
選
択
肢
が
し
ぼ
り
に
く
い
。
そ
こ
で
意
味
を
考
え
な
が
ら
消
去
し
た
。「
技

術
」
で
く
く
れ
た
の
が
①
④
⑤
。
①
は
「
名
手
：
す
ば
ら
し
い
技
術
の
持
ち
主
；

○
○
の
名
手
だ
」、
④
は
「
手
腕
：
す
ぐ
れ
た
技
術
；
手
腕
を
発
揮
す
る
」、
⑤

は
「
手
法
：
技
術
；
各
種
の
手
法
を
駆
使
し
て
セ
ン
タ
ー
試
験
に
勝
つ
」。 

②
「
挙
手

き
ょ
し
ゅ

」
は
「
手
を
挙
げ
る
」
だ
か
ら
「
手
」
は
「
手
」
そ
の
も
の
。
③

は
「
手
記

し

ゅ

き

；
彼
の
手
記
に
よ
れ
ば
…
」
だ
か
ら
「
彼
が
自
分
で
書
い
た
記
録
」

が
「
彼
の
手
記
」。
よ
っ
て
正
解
は
③
。 

(2) 
 {

熟} 

原
文
は
「
美
酒
を
致
」
だ
か
ら
、「
…
を
致
」
は
動
詞
だ
ろ
う
。
す
る
と
、
選

択
肢
の
中
で
動
詞
に
な
る
の
は
②
「
招
致
す
る
」
と
⑤
「
一
致
す
る
」。
受
験
の

ウ
ラ
わ
ざ
「
１
字
の
漢
字
は
熟
語
で
訳
せ
。
熟
語
の
訳
で
正
解
探
せ
！
」1

7
4

で

二
字
熟
語
は
上
下
同
じ
意
味
の
漢
字
が
原
則
だ
か
ら
、
②
「
招
＝
致
＝
ま
ね
く
」

⑤
「
一
＝
致
＝
一
つ
に
な
る
」
と
考
え
て
お
い
て
原
文
に
あ
て
は
め
る
と
、 

②
「
美
酒
を
招
き
寄
せ
→
美
酒
を
取
り
寄
せ
、
将 ま

さ

に
樹
間

じ
ゅ
か
ん

に
一
酔

い
っ
す
い

せ
ん
と
す
」 

⑤
「
美
酒
を
一
つ
に
し
→
各
種
の
美
酒
を
ブ
レ
ン
ド
し
て
一
つ
に
し
、
将
に
樹

間
に
一
酔
せ
ん
と
す
」 



と
な
り
、
⑤
は
「
各
種
の
」「
ブ
レ
ン
ド
」
と
い
う
言
葉
を
補
う
必
要
が
あ
る
。

「
正
解
は 
正
確
な
訳
で
作
ら
れ
る
」m

1
9

の
が
大
原
則
だ
か
ら
、「
各
種
の
」

と
い
っ
た
言
葉
が
原
文
に
な
い
の
で
、
②
が
正
解
。 

 

「
致
」
の
意
味
は
「
あ
る
地
点
・
状
態
に
移
る
」
な
の
で
、
各
選
択
肢
は
次

の
と
お
り
。
③
「
極
致

き
ょ
く
ち

」
は
「
極
＝
致
」
で
は
な
く
「
極
＋
致
」
で
あ
り
、「
極

→
極
＝
端
」。
よ
っ
て
「
極
＋
致
→
端
＋
致
→
端
に
行
く
→
行
っ
た
端
っ
こ
：
美

の
極
致
」。
⑤
の
「
一
致
」
は
「
一
＝
致
」
で
な
く
「
一
＋
致
」。
よ
っ
て
「
一

致
→
一
点
に
行
く
→
同
じ
点
に
行
く
→
同
じ
に
な
る
」
。
こ
れ
が
本
当
の
意
味
。 

「
風
致
」
は
「
風
＋
致
」
で
、「
風
＝
風
景
＝
情
景
」
が
「
致
＝
あ
る
（
よ
い
）

状
態
に
移
る
」
こ
と
か
ら
「
美
し
い
さ
ま
」。「
筆
致
」
も
「
筆
＋
致
」
で
、「
筆
」

が
「
致
＝
あ
る
地
点
に
移
る
こ
と
」
か
ら
「
筆
跡
」。 

 

な
お
、「
致
」
は
「
致 い

た

す
」
と
読
む
が
、
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
必
要
は
ま
っ
た

く
な
い
し
、
知
っ
て
い
る
と
む
し
ろ
混
乱
す
る
だ
ろ
う
。 

問
３ 

{

熟} 

受
験
ウ
ラ
わ
ざ
「
１
字
の
漢
字
は
熟
語
で
訳
せ
。
熟
語
の
訳
で
正
解
探
せ
！
」

1
7

4

に
よ
る
。「
省
」
で
思
い
つ
く
熟
語
は
「
省
→
反
省
＝
ふ
り
か
え
る
」
と
「
省

→
省
察
」。
「
省
察
」
の
「
察
」
を
も
う
ひ
と
ひ
ね
り
す
れ
ば
「
察
→
観
察
＝
よ

く
み
る
」。
だ
か
ら
省
は
「
ふ
り
か
え
っ
て
よ
く
み
る
」。
す
る
と
Ｂ
は
「
花
を



省
ず
→
花
を
ふ
り
か
え
っ
て
よ
く
み
な
い
」
と
な
り
、「
花
を
見
る
こ
と
が
な
か

っ
た
」
の
③
が
正
解
。 

 

「
復 ま

た
」
と
い
う
読
み
か
ら
④
「
ま
た
」
①
「
ふ
た
た
び
」
②
「
も
う
一
度
」

⑤
「
二
度
」
と
い
う
選
択
肢
が
作
ら
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
「
省
」
に
相
当
す
る

訳
が
な
い
。
「
復 ま

た
」
と
い
う
知
識
だ
け
に
頼
る
と
か
え
っ
て
失
敗
し
た
か
も
。 

 

「
省
」
に
は
「
省
略
→
省
＝
略
＝
は
ぶ
く
・
省
略
す
る
」
と
い
う
意
味
も
あ

る
が
、
選
択
肢
に
な
い
。
な
お
、
こ
こ
で
の
「
省
」
の
読
み
は
「

省
か
え
り
み

る
」
だ

が
、
知
っ
て
い
る
必
要
は
な
い
。 

問
４ 

{

注}{

熟} 

受
験
の
ウ
ラ
わ
ざ
「
説
明
・
注
で
正
解
つ
か
め
！
」1

7
6

で
注
の
４
～
12
を
使

い
、

ま
さ
ニ

 

且
二 

 

す 

…
…
一

 
 
 

ン
ト 

1
5
9

で
傍
線
Ｃ
の
前
後
を
訓
読
す
る
と
次
の
と
お
り
。 

 

丁
丑
の
春
（
１
０
９
７
年
）

棠
（
バ
ラ
）
茂
悦
（
盛
ん
に
し
げ
り
成
長
）
…
謫
（
左

遷
）
…
黄
州
に
之 ゆ

く
…
黄
（
州
）
に
到
り
て
且 ま

さ

に
周
歳
な
ら
ん
と
す
。
Ｃ
寺
僧

の
書
来
た
り
て
、
花
の
（
が
）
自
如
（
以
前
と
同
じ
よ
う
に
花
を
咲
か
せ
た
）

た
る
を
言
ふ 

 

次
に
「
１
字
の
漢
字
は
熟
語
で
訳
せ
。
熟
語
の
訳
で
正
解
探
せ
！
」17

4

で
「
周
」

の
熟
語
は
「
一
周
」。「
歳
」
は
「
と
し
」
だ
か
ら
「
周
歳
」
は
「
一
年
」。
季
節



は
注
４
と
12
よ
り
「
バ
ラ
が
咲
く
春
」。
し
た
が
っ
て
正
解
は
、
左
遷
か
ら
一
年

た
っ
た
年
の
春
だ
か
ら
③
。 

問
５ 

{

漢} 

「
与
」
は
「
与 と

レ

○
」1

5
4

で
あ
り
、
○
は
人
か
物
。
だ
か
ら
読
み
は
「
隣
里
親
戚

と
」。
そ
こ
で
③
④
⑤
が
消
え
て
①
と
②
が
残
る
。

よ
ろ
シ
ク

 

宜
二 

 

べ
シ

…
…
一1

6
2

は
「
宜 よ

ろ

し
く

…
べ
し
：
…
す
る
の
が
よ
い
」
な
の
で
傍
線
部
Ｄ
に
続
く
文
の
読
み
と
直
訳
は

次
の
と
お
り
。 

 

宜 よ
ろ

し
く
必
ず
難 か

た

き
こ
と
無
き
を
得 う

べ
き 

 
 
 
 

な
り
。 

 

必
ず 

困
難
で
な
い
こ
と
が
で
き
る
・
の
が
よ
い 

の
だ 

 

直
訳
だ
け
で
は
意
味
不
明
だ
が
、「
よ
い
」
と
「
だ
」
は
両
方
と
も
肯
定
だ
か

ら
、「
よ
い
」
と
「
だ
」
を
無
視
す
る
と
次
の
と
お
り
。 

 

必
ず 

困
難
で
な
い
こ
と
が
で
き
る
・
の
が
よ
い
・
の
だ 

 
 
 
 
 

↓ 
 

必
ず 

簡
単
に
で
き
る 

  

こ
れ
を
原
文
に
あ
て
は
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。 

 

バ
ラ
の
植
ゑ え

し
場

所
は
余 よ

の
寝
室

を
去
る
こ
と
十
歩
と
離
れ
て
無
く
、 

②
近
所
の
人
や
親
戚
と
一
緒
に
飲
ん
で
之
（
バ
ラ
）
を
楽
し
も
う
と
思
え
ば 

必
ず
簡
単
に
で
き
る 

と
な
っ
て
②
が
正
解
。 



な
お
、「
宜
し
く
…
べ
し
」
は
「
…
が
よ
い
」
と
い
う
訳
か
ら
も
う
少
し
強
く

な
っ
て
「
…
が
当
然
だ
」
と
い
う
訳
も
あ
り
、
原
文
を
「
当
然
」
で
訳
す
と
次

の
よ
う
に
な
る
。 

 

バ
ラ
を
植
え
た
場
所
は
私
の
寝
室
を
去
る
こ
と
十
歩
と
離
れ
て
い
な
い
の
で
、 

 

近
所
の
人
や
親
戚
と
酒
を
飲
み
な
が
ら
バ
ラ
を
楽
し
も
う
と
思
え
ば 

 

当
然
簡
単
に
で
き
る
。 

 

選
択
肢
①
の
「
近
所
の
人
や
親
戚
と
酒
を
飲
も
う
と
思
っ
て
バ
ラ
を
楽
し
む

の
は
」
も
よ
い
の
だ
が
、
こ
の
情
景
は
少
し
不
自
然
だ
。
「
飲
む
＝
酒
を
飲
む
」

で
は
未
成
年
者
が
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
い
だ
ろ
う
か
ら
、「
酒
を
飲
む
」
を
「
ケ
ー

キ
を
食
べ
る
」
に
言
い
換
え
る
と
次
の
と
お
り
。 

①
「
酒
を
飲
も
う
と
思
っ
て
バ
ラ
を
楽
し
む
」 

②
「
酒
を
飲
ん
で
バ
ラ
を
楽
し
も
う
と
思
う
」 

 
 
 

↓ 

①
「
ケ
ー
キ
を
食
べ
よ
う
と
思
っ
て
バ
ラ
を
楽
し
む
」 

②
「
ケ
ー
キ
を
食
べ
て
バ
ラ
を
楽
し
も
う
と
思
う
」 

↓ 

少
し
補
足 

①
「
ケ
ー
キ
を
食
べ
よ
う
と
思
っ
て
（
そ
の
前
に
or
そ
の
た
め
に
）
バ
ラ
を
楽
し
む
」 

②
「
ケ
ー
キ
を
食
べ
て
（
そ
の
あ
と
or
同
時
に
）

バ
ラ
を
楽
し
も
う
と
思
う
」 



と
な
り
、
①
は
「
バ
ラ
を
楽
し
ま
な
い
と
ケ
ー
キ
を
食
べ
ら
れ
な
い
」
変
な
人

で
あ
り
、
②
は
「
バ
ラ
を
見
な
が
ら
ケ
ー
キ
を
食
べ
る
」
あ
る
い
は
「
桜
を
見

な
が
ら
酒
を
飲
む
」
普
通
の
人
だ
。 

 

他
の
選
択
肢
を
訳
す
と
次
の
と
お
り
い
ず
れ
も
変
な
状
況
。 

③
近
所
の
人
や
親
戚
の
飲
み
会
に
参
加
し
よ
う
と
思
っ
て
バ
ラ
を
楽
し
む
の
は 

④
近
所
の
人
や
親
戚
に
参
加
し
よ
う
と
思
っ
て
酒
を
飲
ん
で
バ
ラ
を
楽
し
む
の

は ⑤
近
所
の
人
や
親
戚
に
与
え
て
、
酒
を
飲
ん
で
バ
ラ
を
楽
し
も
う
と
思
う
な
ら

ば 問
６ 

訓
読
し
て
訳
す
だ
け
。「
知
る
べ
か
ら
ざ
る
」
→
「
１
知
る
こ
と
が
で
き

な
い
（
ま
た
は
）

２
知
る
こ
と
は
い
け
な
い
」
→
「
１
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
→

④
「
予
測
で
き
な
い
」。「
２
知
る
こ
と
は
い
け
な
い
・
知
っ
て
は
な
ら
な
い
」

に
相
当
す
る
選
択
肢
は
な
い
。 

他
の
選
択
肢
に
つ
い
て
、
①
知
人
を
見
つ
け
る
、
②
自
分
勝
手
に
判
断
す
る
、

③
理
解
さ
れ
る
（
受
身
）、
は
い
ず
れ
も
「
知
る
」
の
意
味
で
は
な
い
。
⑤
の
「
…

と
は
限
ら
な
い
」
は
部
分
否
定

1
0
4

だ
が
、「
必
ず
し
も
」「
常
に
は
」
の
よ
う
な

「
ズ
シ
モ
」
と
「
ハ
」
が
原
文
に
な
い
の
で
、
正
解
に
な
ら
な
い
。 



問
７ 
長
い
漢
字
の
列
に
ビ
ビ
る
が
、
一
字
ず
つ
丁
寧
に
解
読
す
れ
ば
簡
単
だ
。

「
安
」
の
読
み
と
意
味
は
反
語

5
6

疑
問

8
0

の
「
い
づ
く
ん
ぞ
：
ど
う
し
て
」
ま

た
は
「
い
づ
く
に
か
：
ど
こ
に
」。
原
文
は
「
安
知
」
だ
か
ら
、「
い
づ
く
ん
ぞ

知
ら
ん
や
：
ど
う
し
て
知
ろ
う
か
→
ど
う
し
て
わ
か
ろ
う
か
（
疑
問
）、
い
や
わ

か
り
は
し
な
い
（
反
語
）」。
原
文
が
「
安
在
」
な
ら
ば
「
い
づ
く
に
か
あ
ら
ん

（
反
語
）、
い
づ
く
に
か
あ
る
（
疑
問
）：
ど
こ
に
い
る
の
か
」
と
な
る
が
、「
安
」

の
下
が
「
在

 

あ
リ

」
で
は
な
い
の
で
選
択
肢
は
②
③
⑤
。 

 

「
此
」
は
「
こ
の
・
こ
れ
・
こ
こ
」
と
い
う
指
示
語
。
日
本
語
に
限
ら
ず
ど

の
言
語
で
も
指
示
語
は
直
前
を
受
け
る
か
ら
、
直
前
の
棠
（
バ
ラ
）
を
受
け
て

「
此 こ

の
花
」
と
読
ん
で
い
る
③
が
正
解
。
特
定
の
場
所
が
直
前
に
あ
れ
ば
「
こ

こ
」
も
あ
り
得
る
が
、
原
文
に
は
な
い
。 

 

な
お
、
選
択
肢
の[

解
釈]

は
書
き
下
し
文
を
直
訳
し
た
も
の
な
の
で
、
わ
か
り

や
す
い
日
本
語
に
な
っ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
意
味
を
考
え
た
ら
失
敗
す
る
。 

問
８ 

最
終
設
問
な
の
だ
か
ら
「
文
章
全
体
か
ら
読
み
取
れ
る
筆
者
の
心
境
」

と
書
い
て
あ
っ
て
も
問
わ
れ
る
の
は
筆
者
の
主
張
。
し
た
が
っ
て
、
文
章
の
大

原
則[

最
初
と
最
後
で 

筆
者
は
主
張

m
9 ]

に
よ
り
原
文
最
後
（
＝
傍
線
部
Ｆ
＝
問

７
の
正
解
③
）
か
ら
次
の
よ
う
に
正
解
に
至
る
。 



問
７
③

ど
う
し
て
こ
の
花
が
思
い
が
け
ず
私
の
前
に
存
在
す
る
こ
と
が
な
い
と
分

か
る
だ
ろ
う
か
。 

 

↓
原
文
の
語
尾
は
「
ん
や
」
で
反
語
だ
か
ら
、
次
の
訳
を
補
う
。 

い
や
、
分
か
ら
な
い
。 

 

↓ 

こ
の
花
が
思
い
が
け
ず
私
の
前
に
存
在
す
る
こ
と
が
な
い
と
分
か
る
か
。
い
や

分
か
ら
な
い
。 

 

↓ 

こ
の
花
が
思
い
が
け
ず
私
の
前
に
存
在
す
る
こ
と
が
な
い
と
は
分
か
ら
な
い
。 

 

↓
二
つ
の
「
な
い
」「
な
い
」
は
一
つ
の
肯
定
「
あ
る
」 

こ
の
花
が
思
い
が
け
ず
私
の
前
に
存
在
す
る
こ
と
も
あ
る 

 

↓ 

⑤
い
つ
か
…
再
び
…
花
を
愛 め

で
る
と
き
が
来
る 

正
解
の
確
信
を
得
る
た
め
、
問
２
で
つ
か
ん
だ
筆
者
の
主
張
の
一
部
「
昔
ハ

ッ
ピ
ー
、
い
ま
サ
イ
テ
ー
」
で
確
認
す
る
と
、「
昔
ハ
ッ
ピ
ー
、
い
ま
サ
イ
テ
ー

だ
が
、
⑤

い
つ
か
…
再
び
…
花
を
愛 め

で
る
と
き
が
来
る
と
…
と
ら
え
、
乗
り
越
え

よ
う
と
し
て
い
る
。」
と
な
っ
て
話
の
筋
は
合
う
。 

 

他
の
選
択
肢
に
は
Ｆ
の
直
訳
を
含
む
部
分
が
ま
っ
た
く
な
い
。
し
か
し
、
問

７
で
あ
き
ら
め
て
フ
ィ
ー
リ
ン
グ
で
誤
答
を
選
ん
だ
か
、
問
７
ま
で
は
正
解
に

た
ど
り
つ
い
た
が
、
右
の
よ
う
な
推
論
が
で
き
ず
や
む
な
く
討
死
し
た
か
、
そ

ん
な
受
験
生
が
多
か
っ
た
の
で
は
？ 



 
問
７
と
問
８
で
つ
ま
づ
い
た
者
は
、
ま
ず
コ
レ
だ
け
知
識
を
確
実
に
せ
よ
。

量
は
多
く
な
い
。
次
に
、
「
正
解
は 

正
確
な
訳
で
作
ら
れ
る
」m

1
9

の
だ
か
ら

一
字
一
句
機
械
的
に
訳
す
と
い
う
翻
訳
の
基
本
作
業
を
行
え
。
そ
し
て
最
後
に
、 

最
終
設
問
は
筆
者
の
主
張
を
問
う

m
5  

最
初
と
最
後
で 

筆
者
は
主
張

m
9  

オ
シ
リ
か
ら 

読
む
と
わ
か
る
よ 
お
結
論

m
1
0  

に
よ
り
、
問
８
が
、
筆
者
の
主
張
の
結
論
で
あ
る
オ
シ
リ
（
＝
傍
線F

）
の
訳

で
あ
る
こ
と
を
肝
に
銘
じ
よ
。
そ
う
す
れ
ば
自
分
勝
手
な
「
夢
想
」
が
消
え
て

満
点
に
至
る
。 


