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古 文

学習のねらい
古
文
　
古
人
の
生
き
方
　［
物
語
］

伊
勢
物
語

　
芥
川
　【
全
二
回
】

芥
川
【
一
】

長
年
思
い
続
け
て
い
た
女
を
盗
み
出
し
、
逃
避
行
を
続
け
る
男
の
心
情
を
読
み
取
り

ま
す
。
ま
た
、「
白
玉
か
」
の
歌
に
込
め
ら
れ
た
男
の
心
情
を
理
解
し
ま
し
ょ
う
。
さ

ら
に
、
絵
巻
の
絵
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
男
と
女
の
恋
の
物
語
を
振
り
返

り
ま
す
。

■
男
と
女
の
逃
避
行
を
読
み
取
る

長
年
求
婚
し
続
け
た
女
を
や
っ
と
の
こ
と
で
盗
み
出
し
た
男
は
、
闇
夜
の
中
、
逃
避
行
を
続

け
ま
す
。
男
に
背
負
わ
れ
た
女
は
、
キ
ラ
キ
ラ
ッ
と
光
っ
て
見
え
た
草
の
上
に
お
い
た
露
を
、

「
あ
れ
は
何
で
す
か
」
と
尋
ね
ま
す
が
、
先
を
急
ぐ
男
に
は
答
え
る
余
裕
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　【
重
要
語
句
】

◦
え
（
副
詞
）
…
（
下
に
打
消
の
語
を
と
も
な
い
）
…
で
き
な
い
。

◦
得
（
ア
行
下
二
段
動
詞
）
…
手
に
入
れ
る
。
結
婚
す
る
。

◦
よ
ば
ふ
（
ハ
行
四
段
動
詞
）
…
求
婚
す
る
。
呼
び
続
け
る
。

◦
率
る
（
ワ
行
上
一
段
動
詞
）
…
引
き
連
れ
る
。
と
も
な
う
。

【
読
解
の
ポ
イ
ン
ト
】　

①
　
同
格
の
格
助
詞
「
の
」

◦「
の
」の
前
の
語
句
と
後
の
語
句
と
が
、一
つ
の
文
の
中
で
同
じ
価
値
を
持
つ
語
と
し
て
、

並
ん
で
い
る
こ
と
を
同
格
と
い
う
。　

◦
一
般
に
「
で
」
と
訳
し
、
後
の
語
句
の
下
に
体
言
（
名
詞
）
が
な
い
場
合
は
、
前
の
語
句

の
体
言
を
補
っ
て
訳
す
。

女
の4

え
得
ま
じ
か
り
け
る
を　
女=

え
得
ま
じ
か
り
け
る
（
を
）　

え
…
…
…
ま
じ
か
り
（
打
消
推
量
の
助
動
詞
「
ま
じ
」
の
連
用
形
）　

→　
不
可
能

　
（
意
味
…
…
女
で
、
手
に
入
れ
ら
れ
そ
う
も
な
か
っ
た
女
を
）

講師
吉田　茂

　

◦ 

学
習
の
ポ
イ
ン
ト 

◦

　
〈
一
〉

　
〈
二
〉

　
〈
三
〉

男
と
女
の
逃
避
行
を
読
み
取
る

男
の
心
情
の
推
移
を
追
跡
し
、
歌
に
託
さ
れ
た
男
の
思
い
を
理
解
す
る

絵
巻
を
確
認
し
な
が
ら
、
こ
の
物
語
を
振
り
返
る
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②
　
こ
の
女
は
ど
の
よ
う
な
境
遇
の
人
物
だ
っ
た
か

手
に
入
れ
ら
れ
そ
う
も
な
か
っ
た
女
性
。
露
も
知
ら
な
い
女
性
。

　
　

→
身
分
の
高
い
家
柄
の
姫
君
で
、
家
の
中
で
大
切
に
育
て
ら
れ
て
い
る
女
性
。

■
男
の
心
情
の
推
移
を
追
跡
し
、

　
　
歌
に
託
さ
れ
た
男
の
思
い
を
理
解
す
る

深
夜
、
激
し
い
雷
雨
に
み
ま
わ
れ
た
男
は
、
女
を
荒

れ
果
て
た
蔵
の
奧
に
入
れ
、
夜
を
明
か
そ
う
と
し
ま

す
。
と
こ
ろ
が
、
鬼
が
女
を
一
口
に
食
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
す
。
恋
す
る
女
を
失
っ
た
男
は
、
ど
う
し
よ
う
も

な
く
、
悲
嘆
と
絶
望
に
満
ち
た
歌
を
詠
む
し
か
な
か
っ

た
の
で
す
。

　【
重
要
語
句
】

◦
あ
ば
ら
な
り
（
形
容
動
詞
）
…
…
荒
れ
果
て
て
い

る
。　

◦
あ
な
や
（
感
動
詞
）
…
…
あ
あ
。
あ
れ
ぇ
。

◦
や
う
や
う
（
副
詞
）
…
…
し
だ
い
に
。

【
読
解
の
ポ
イ
ン
ト
】

①
「
な
む
」
の
識
別

未
然
形
＋
「
な
む
」（
願
望
の
終
助
詞
）
他
に
対
し

て
の
願
望
（
…
…
し
て
ほ
し
い
）

連
用
形
＋
「
な
む
」〈
完
了
（
強
意
）
の
助
動
詞
の

未
然
形
「
な
」
に
推
量
の
助
動
詞
「
む
」

の
終
止
形
「
む
」
が
付
い
た
も
の
〉（
き
っ

と
…
…
だ
ろ
う
）

連
体
形
＋
「
な
む
」（
強
意
の
係
助
詞
）

②
「
露
」
→
は
か
な
い
も
の
、は
か
な
い
命
の
喩た

と
え
。

「
消
え
」
は
「
露
」
の
縁
語
。

③
「
ま
し
」
は
反
実
仮
想
の
助
動
詞
。
こ
こ
で
は
、

実
現
不
可
能
な
希
望
の
意
を
表
す
。

「伊勢物語絵巻」（模本）
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■
絵
巻
を
確
認
し
な
が
ら
、
こ
の
物
語
を
振
り
返
る

絵
巻
な
ど
の
絵
の
意
味
を
解
釈
す
る
こ
と
を
「
絵
解
き
」
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
を
行
い
な
が

ら
、
こ
の
恋
の
物
語
を
振
り
返
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

【
絵
巻
の
見
方
】

◦
右
か
ら
左
へ
と
見
て
い
き
ま
す
。

◦
「
異
時
同
図
」
と
い
う
手
法
で
描
か
れ
て
い
ま
す
の
で
、
同
じ
人
物
が
何
度
も
描
か
れ
ま

す
が
、
別
の
人
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◦
あ
く
ま
で
も
、
物
語
の
一
つ
の
解
釈
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
見
て
く
だ
さ
い
。
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■
物
語
の
続
き
の
内
容
を
確
認
す
る　
　
　
　
　
　
　
　
　

女
は
の
ち
「
二
条
の
后
」
と
呼
ば
れ
る
、
藤
原
高
子
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
ま
す
。
男
に
盗

み
出
さ
れ
て
、
女
が
泣
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
兄
の
基
経
・
国
経
に
よ
っ
て
救
い
出
さ
れ
た
の

を
「
鬼
に
食
わ
れ
た
」
と
表
し
て
い
る

こ
と
、
高
子
が
後
宮
に
入
る
前
の
こ
と

だ
と
真
相
が
明
か
さ
れ
て
い
ま
す
。
続

き
の
部
分
の
有
無
に
よ
っ
て
、
物
語
が

ど
の
よ
う
に
違
っ
て
く
る
か
、
考
え
ま

し
ょ
う
。

　
前
半
の
み
＝
昔
話
・
説
話
的
な
物
語

…
…
絵
巻
も
同
様　

　
全
体
＝
政
治
的
・
歴
史
的
な
物
語

■
こ
の
物
語
に
お
け
る
和
歌
の
役
割
を
理
解
す
る

女
を
失
っ
た
男
の
悲
嘆
や
絶
望
感
が
凝
縮
さ
れ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
が
「
白
玉
か
」
の
和

歌
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
和
歌
に
は
人
間
の
感
情
を
凝
縮
し
て
、
三
十
一
音
で
表
現
し
て
見
せ

る
力
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
ま
し
ょ
う
。

　
◦
神
話
時
代
、
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
の
退
治
で
有
名
な
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
が
出
雲
で
詠
ん

だ
、
次
の
歌
が
和
歌
の
起
源
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

八
雲
立
つ　
出
雲
八
重
垣　
妻
こ
み
に　
八
重
垣
つ
く
る　
そ
の
八
重
垣
を

（
盛
ん
に
雲
が
わ
き
立
つ
出
雲
の
幾
重
に
も
め
ぐ
ら
し
た
垣
根
、
妻
を
籠
も
ら
せ

る
た
め
に
八
重
垣
を
造
る
、
そ
の
美
し
い
八
重
垣
を
。
）

◦
『
万
葉
集
』
が
編
纂
さ
れ
た
の
が
八
世
紀
の
半
ば
の
こ
と
で
す
か
ら
、
そ
れ
か
ら
数
え
て

も
、
和
歌
に
は
千
二
百
年
以
上
の
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

学習のねらい

芥
川
【
二
】

実
は
「
芥
川
」
に
は
続
き
が
あ
る
の
で
す
。
物
語
の
続
き
の
内
容
を
理
解
し
、
前
回

読
ん
だ
部
分
と
、
続
き
を
含
む
全
体
を
読
ん
で
み
て
、
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
か
考

え
て
み
ま
し
ょ
う
。ま
た
、「
芥
川
」に
お
け
る
和
歌
の
役
割
を
理
解
し
ま
す
。さ
ら
に
、

『
伊
勢
物
語
』
が
後
世
の
文
学
や
芸
能
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
、
そ
の
一

端
を
理
解
し
ま
し
ょ
う
。

◦ 

学
習
の
ポ
イ
ン
ト 
◦

　
〈
一
〉

　
〈
二
〉

　
〈
三
〉

物
語
の
続
き
の
内
容
を
確
認
す
る

こ
の
物
語
に
お
け
る
和
歌
の
役
割
を
理
解
す
る

『
伊
勢
物
語
』
の
後
世
へ
の
影
響
の
一
端
を
知
る

長
良

良
房

国
経

基
経*

高
子
（
二
条
の
后=

清
和
天
皇
后
）

基
経*

（
良
房
の
養
子
）

明
子
（
清
和
天
皇
母
）

〈略系図〉
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◦
あ
る
語
源
説
に
、
う
た
（
歌
）
と
、
う
っ
た
（
訴
）
え
る
の
「
う
（
っ
）
た
」
が
も
と
も

と
同
じ
で
、
心
情
を
他
者
に
対
し
て
訴
え
る
も
の
が
「
歌
」
と
い
う
考
え
が
あ
り
ま
す
。

■
『
伊
勢
物
語
』
の
後
世
へ
の
影
響
の
一
端
を
知
る

『
伊
勢
物
語
』
は
作
品
と
し
て
広
く
読
ま
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
分
野
に
影
響

を
及
ぼ
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
特
に
文
学
や
芸
能
に
限
定
し
て
お
話
し
し
ま
す
の
で
、
影
響

の
一
端
を
理
解
し
ま
し
ょ
う
。

　

平
安
時
代
…
…
『
源
氏
物
語
』
や
そ
れ
以
後
の
物
語
に
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
『
源

氏
物
語
』
の
主
人
公
で
あ
る
光
源
氏
の
人
物
造
型
に
も
何
ら
か
の
影
響

が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

鎌
倉
時
代
…
…
『
伊
勢
物
語
』
が
歌
作
り
の
教
科
書
と
し
て
用
い
ら
れ
ま
し
た
。

『
伊
勢
物
語
』
の
注
釈
書
も
書
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

室
町
時
代
…
…
能
を
大
成
し
た
世
阿
弥
が
「
雲
林
院
」
「
井
筒
」
な
ど
、
『
伊
勢
物

語
』
か
ら
材
を
得
て
、
能
の
曲
を
創
作
し
ま
し
た
。
「
雲
林
院
」
は
古

い
作
品
を
世
阿
弥
が
改
作
し
た
も
の
で
す
。
ま
た
、
の
ち
再
度
の
改
作

が
な
さ
れ
、
現
在
の
曲
に
な
っ
て
い
ま
す
。
「
井
筒
」
は
た
い
へ
ん
人

気
の
あ
る
能
で
す
。

江
戸
時
代
…
…
木
版
印
刷
の
普
及
で
、
絵
入
り
の
『
伊
勢
物
語
』
が
出
版
さ
れ
、
多

く
の
人
々
が
『
伊
勢
物
語
』
を
読
み
、
楽
し
み
ま
し
た
。
『
仁
勢
物

語
』
（
作
者
不
詳
、
一
六
四
〇
年
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
）
と
い
う
パ
ロ

デ
ィ
ま
で
登
場
し
ま
す
。

現
代
…
…
…
…
例
え
ば
、
俵
万
智
の
『
恋
す
る
伊
勢
物
語
』
、
高
樹
の
ぶ
子
の
『
小

説
伊
勢
物
語　
業
平
』
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
機
会
が
あ
れ
ば
、『
伊
勢
物
語
』
全
文
を
、現
代
語
で
も
よ
い
の
で
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

「
昔
、
男
」
の
新
し
い
一
面
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
古
典
芸
能

の
一
つ
で
あ
る
能
に
も
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
実
際
に
舞
台
を
見
る
の

が
一
番
よ
い
の
で
す
が
、
テ
レ
ビ
な
ど
で
も
放
送
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
さ
ま
ざ
ま
な

映
像
資
料
も
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
ら
を
活
用
し
て
、
御
覧
に
な
る
の
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。
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　『
伊
勢
物
語
』
豆
知
識

◦
作
者
不
詳
。

◦
十
世
紀
初
頭
ま
で
に
は
原
型
が
で
き
、
の
ち
に
増
補
や
改
訂
が
な
さ
れ
、
今
の
形
に
な
っ

た
の
は
、
十
世
紀
後
半
頃
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

◦
「
昔
、
男
…
…
」、「
昔
、
男
あ
り
け
り
。
…
…
」
と
書
き
出
さ
れ
ま
す
。

◦
男
の
モ
デ
ル
は
、
歌
人
で
有
名
な
在
原
業
平
（
八
二
五
〜
八
八
〇
）
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

業
平
の
祖
父
は
平
城
天
皇
で
す
か
ら
、
も
と
は
皇
族
の
家
柄
で
す
。

◦
成
人
の
儀
式
を
す
ま
せ
た
男
の
恋
の
話
か
ら
始
ま
り
、
男
が
死
ぬ
直
前
、
歌
を
詠
む
話
ま

で
の
、
お
よ
そ
百
二
十
五
段
か
ら
な
る
歌
物
語
で
す
。
い
わ
ば
、
男
の
一
代
記
と
も
言
え

る
作
品
で
す
。

◦
『
伊
勢
物
語
』
で
は
業
平
ら
し
き
男
の
恋
の
話
が
多
く
描
か
れ
ま
す
の
で
、
業
平
は
平
安

時
代
一
番
の
プ
レ
イ
ボ
ー
イ
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
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芥あ

く
た

川が
わ

昔
、
男
あ
り
け
り
。
女
の
え
得う

ま
じ
か
り
け
る
を
、
年
を
経
て
よ
ば
ひ
わ
た
り
け

る
を
、
か
ら
う
し
て
盗
み
出い

で
て
、
い
と
暗
き
に
来
け
り
。
芥
川
と
い
ふ
川
を
率ゐ

て

行
き
け
れ
ば
、
草
の
上
に
置
き
た
り
け
る
露
を
、「
か
れ
は
何な
に

ぞ
。」
と
な
む
男
に
問

ひ
け
る
。
行
く
さ
き
多
く
、
夜よ

も
更
け
に
け
れ
ば
、
鬼
あ
る
所
と
も
知
ら
で
、
神
さ

へ
い
と
い
み
じ
う
鳴
り
、
雨
も
い
た
う
降
り
け
れ
ば
、
あ
ば
ら
な
る
蔵
に
、
女
を
ば

奥
に
押
し
入
れ
て
、
男
、
弓
、
胡や
な
ぐ
ひ簶

を
負
ひ
て
戸
口
に
を
り
、
は
や
夜
も
明
け
な
む

と
思
ひ
つ
つ
ゐ
た
り
け
る
に
、
鬼
は
や
一
口
に
食
ひ
て
け
り
。「
あ
な
や
。」
と
言
ひ

け
れ
ど
、
神
鳴
る
騒
ぎ
に
え
聞
か
ざ
り
け
り
。
や
う
や
う
夜
も
明
け
ゆ
く
に
、
見
れ

ば
、
率
て
来こ

し
女
も
な
し
。
足
ず
り
を
し
て
泣
け
ど
も
か
ひ
な
し
。

　
白
玉
か
何
ぞ
と
人
の
問
ひ
し
時
露
と
答
へ
て
消
え
な
ま
し
も
の
を

【
第
六
段
】　

　

伊い

勢せ

物
語
　

古 文

講師
吉田　茂

【
現
代
語
訳
】　

昔
、（
あ
る
）
男
が
い
た
。
女
で
、手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
そ
う
も
な
か
っ
た
（
高
貴
な
）

女
を
、長
年
に
わ
た
っ
て
求
婚
し
続
け
て
き
た
が
、や
っ
と
の
こ
と
で
、（
女
を
）
盗
み
出
し
て
、

た
い
そ
う
暗
い
夜
に
逃
げ
て
来
た
。
芥
川
と
い
う
川
の
ほ
と
り
を
連
れ
て
行
っ
た
と
こ
ろ
、
草

の
上
に
置
い
て
い
る
露
を
（
見
て
、
女
は
）、「
あ
れ
は
何
で
す
か
。」
と
男
に
尋
ね
た
。
こ
れ

か
ら
行
く
道
の
り
は
遠
く
、（
そ
の
う
え
）
夜
も
更
け
て
し
ま
っ
た
の
で
、
鬼
の
い
る
所
と
も

知
ら
な
い
で
、そ
の
う
え
雷
ま
で
た
い
そ
う
ひ
ど
く
鳴
り
、雨
も
ひ
ど
く
降
っ
て
き
た
の
で
、（
男

は
）
荒
れ
果
て
た
蔵
（
の
中
）
に
、
女
を
奥
の
方
に
押
し
入
れ
て
、
男
は
弓
を
持
ち
、
胡
簶
を

背
負
っ
て
（
蔵
の
）
戸
口
に
い
て
、早
く
夜
が
明
け
て
ほ
し
い
と
思
い
続
け
な
が
ら
（
戸
口
に
）

座
っ
て
い
た
と
こ
ろ
が
、（
蔵
に
い
た
）
鬼
が
早
く
も
一
口
で
（
女
を
）
食
っ
て
し
ま
っ
た
。「
あ

れ
ぇ
。」
と
（
女
は
）
叫
ん
だ
け
れ
ど
も
、雷
の
鳴
る
騒
が
し
い
音
の
た
め
に
（
男
は
悲
鳴
を
）

聞
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
だ
い
に
夜
も
明
け
て
き
た
の
で
、（
蔵
の
奥
を
）
見
る
と
、

連
れ
て
き
た
女
も
い
な
い
。（
男
は
）足
を
す
り
合
わ
せ
て
泣
く
け
れ
ど
も
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。

あ
の
光
る
の
は
、
真
珠
で
す
か
、
何
で
す
か
と
あ
の
人
が
尋
ね
た
時
に
、
あ
れ
は
露
で
す

よ
と
答
え
て
、
（
私
も
露
の
よ
う
に
）
消
え
て
し
ま
え
ば
よ
か
っ
た
の
に
。
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こ
れ
は
、
二
条
の
后
の
、
い
と
こ
の
女
御
の
御
も
と
に
、
仕
う
ま
つ
る
や

う
に
て
ゐ
給
へ
り
け
る
を
、
か
た
ち
の
い
と
め
で
た
く
お
は
し
け
れ
ば
、
盗

み
て
負
ひ
て
出
で
た
り
け
る
を
、
御
せ
う
と
堀
河
の
大
臣
、
太
郎
国
経
の
大

納
言
、
ま
だ
下
臈
に
て
、
内う

裏ち

へ
参
り
給
ふ
に
、
い
み
じ
う
泣
く
人
あ
る
を

聞
き
つ
け
て
、
と
ど
め
て
取
り
返
し
給
う
て
け
り
。
そ
れ
を
か
く
鬼
と
は
言

ふ
な
り
け
り
。
ま
だ
い
と
若
う
て
、
后
の
た
だ
に
お
は
し
け
る
時
と
や
。

　

【
現
代
語
訳
】　

こ
の
話
は
、
二
条
の
后
（
藤
原
高
子
）
が
、
い
と
こ
の
女
御
（
藤
原
明
子
）
の
お
側
に
、
お

仕
え
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
住
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
を
、
高
子
は
容
貌
が
た
い
そ
う
美
し

く
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
男
が
盗
み
出
し
て
背
負
っ
て
出
て
い
っ
た
の
を
、
高
子
の
兄
で

あ
る
堀
河
大
臣
基
経
、長
兄
の
大
納
言
国
経
が
、ま
だ
位
が
低
く
て
、宮
中
へ
参
上
な
さ
る
時
に
、

ひ
ど
く
泣
く
人
が
い
る
の
を
聞
き
つ
け
て
、（
そ
の
人
が
妹
だ
と
知
っ
て
、
そ
の
場
に
）
と
ど

め
て
取
り
返
し
な
さ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
こ
の
よ
う
に
、「
鬼
」
が
食
っ
た
の
だ
と
言
っ

た
の
で
あ
る
。
ま
だ
二
条
の
后
が
と
て
も
若
く
て
、
普
通
の
人
（
入
内
前
で
、
臣
下
の
身
分
）

で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
時
の
こ
と
と
か
言
う
こ
と
だ
。

【
注
】　

二
条
の
后
…
…
…
…
藤
原
高
子
（
八
四
二
〜
九
一
○
）
。
長
良
の
娘
。

清
和
天
皇
の
后
と
な
り
、
の
ち
の
陽
成
天
皇
を
産
む
。

い
と
こ
の
女
御
…
…
藤
原
明
子
（
八
二
九
〜
九
〇
〇
）
。
良
房
の
娘
。

文
徳
天
皇
の
后
、
の
ち
の
清
和
天
皇
を
産
む
。　

堀
河
の
大
臣
…
…
…
藤
原
基
経
（
八
三
六
〜
八
九
一
）
。
高
子
の
兄
。

良
房
の
養
子
と
な
る
。

国
経
…
…
…
…
…
…
藤
原
国
経
（
八
二
八
〜
九
○
八
）
。
高
子
の
長
兄
。


