
二
〇
一
九
年
度
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
解
説
〈
古
典
〉

第
3
問

古
文

『
玉
水
物
語
』

﹇
出

典
﹈

『
玉
水
物
語
』
は
、
室
町
時
代
に
成
立
し
た
と
見
ら
れ
る
物
語
（
御
伽
草
子
）
で
あ
る
。

近
年
の
セ
ン
タ
ー
試
験
本
試
験
の
古
文
の
問
題
は
、
平
安
時
代
の
物
語
・
鎌
倉
時
代
の
擬
古
物
語
・
江
戸
時
代
の
仮
名
草
子
な
ど
物
語
（
小
説
）
類
か
ら
の
出
題
が
多
く
、
本
年
度

の
出
題
も
そ
の
傾
向
か
ら
は
ず
れ
て
い
な
い
。
内
容
は
難
し
く
な
い
が
、
問
題
文
の
量
が
例
年
に
比
べ
て
二
割
程
度
長
く
、
狐
が
姫
君
に
恋
を
す
る
と
い
う
非
現
実
的
な
内
容
で
あ
る

た
め
、
最
後
ま
で
物
語
の
展
開
を
正
し
く
理
解
し
て
読
み
続
け
る
に
は
読
解
力
と
気
力
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
本
文
最
後
に
あ
る
和
歌
・
連
歌
の
解
釈
は
、
受
験
生
に
は
や
や
難
し

く
感
じ
ら
れ
た
か
も
知
れ
な
い
。

﹇
通

釈
﹈

ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
こ
の
花
園
に
狐
が
一
匹
お
り
ま
し
た
の
が
、
姫
君
を
お
見
か
け
し
、「
あ
あ
美
し
い
御
姿
だ
な
あ
。
せ
め
て
時
々
で
も
よ
い
か
ら
こ
の
よ
う
な
（
姫
君
の
）
御

姿
を
、
よ
そ
な
が
ら
で
も
見
申
し
上
げ
た
い
も
の
だ
」
と
思
っ
て
、
木
陰
に
立
ち
隠
れ
て
、
気
持
ち
が
静
ま
ら
ず
お
慕
い
し
た
の
は
驚
き
あ
き
れ
た
こ
と
だ
。
姫
君
が
お
帰
り
に
な
っ

て
し
ま
う
と
、
狐
も
、
こ
う
し
て
い
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
と
思
っ
て
、
自
分
の
（
ね
ぐ
ら
で
あ
る
）
塚
へ
帰
っ
た
。
つ
く
づ
く
と
座
禅
を
組
ん
で
我
が
身
の
有
様
に
つ
い
て
思
い
を

巡
ら
す
と
、「
自
分
は
、
前
世
の
ど
の
よ
う
な
罪
の
報
い
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
獣
と
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
美
し
い
人
﹇
＝
姫
君
﹈
を
見
初
め
申
し
上
げ
て
、
か
な
わ
な
い
恋

路
に
身
も
や
せ
る
思
い
を
し
、
む
な
し
く
死
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
は
残
念
だ
」
と
考
え
、
さ
め
ざ
め
と
泣
い
て
う
つ
伏
し
て
悩
ん
で
い
た
。
そ
の
う
ち
、
上
手
に
（
人
に
）
化
け

て
こ
の
姫
君
に
お
逢
い
し
た
い
と
思
っ
た
が
、
ま
た
思
い
直
し
た
こ
と
に
は
、「
私
が
、
姫
君
に
お
逢
い
し
た
ら
、
き
っ
と
（
姫
君
の
）
御
身
が
損
な
わ
れ
な
さ
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

（
姫
君
の
）
両
親
の
お
嘆
き
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
世
に
ま
た
と
な
い
ほ
ど
の
（
姫
君
の
美
し
い
）
御
姿
を
、
台
無
し
に
し
申
し
上
げ
る
よ
う
な
こ
と
は
お
気
の
毒
で
」
と
、
あ

れ
や
こ
れ
や
と
思
い
乱
れ
て
日
々
を
暮
ら
し
て
い
る
う
ち
に
、（
思
い
悩
む
あ
ま
り
）
餌
も
食
べ
な
い
の
で
、
身
も
疲
れ
て
寝
込
ん
で
過
ご
し
て
い
た
。
も
し
か
し
た
ら
姫
君
の
こ
と

を
お
見
か
け
で
き
る
か
と
例
の
花
園
に
よ
ろ
め
き
な
が
ら
出
て
い
く
と
、
人
に
見
つ
か
り
、
あ
る
時
は
石
を
投
げ
ら
れ
、
あ
る
時
は
神
頭
矢
を
射
か
け
ら
れ
（
た
り
し
な
が
ら
も
）、

ま
す
ま
す
心
を
焦
が
し
た
の
は
し
み
じ
み
と
か
わ
い
そ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
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な
ま
じ
（
生
き
な
が
ら
え
て
）
露
や
霜
の
よ
う
に
あ
っ
け
な
く
消
え
き
る
こ
と
も
な
い
命
を
、（
狐
は
）
つ
ら
く
思
っ
た
が
、
な
ん
と
か
し
て
（
姫
君
の
）
御
そ
ば
近
く
に
参
上
し

て
お
仕
え
し
、
朝
に
夕
に
（
そ
の
御
姿
を
）
見
申
し
上
げ
て
（
わ
が
）
心
を
慰
め
た
い
と
思
い
悩
ん
で
、
あ
る
民
家
に
、
男
ば
か
り
が
大
勢
い
て
娘
を
持
た
ず
、
大
勢
い
る
子
供
た
ち

の
中
で
一
人
だ
け
で
も
女
の
子
で
あ
れ
ば
（
よ
い
の
に
）
と
朝
夕
嘆
く
人
が
い
る
の
を
あ
て
に
し
て
、
十
四
、
五
才
の
容
貌
の
き
わ
だ
っ
て
美
し
い
娘
に
化
け
て
、
そ
の
家
に
行
き
、

「
私
は
都
の
西
の
辺
り
に
住
ん
で
い
た
者
で
す
。（
家
族
を
失
い
）
縁
者
も
な
い
身
の
上
と
な
り
、
頼
り
と
す
る
人
も
な
い
ま
ま
に
、
足
が
向
く
に
任
せ
て
こ
こ
ま
で
迷
い
な
が
ら
や
っ

て
来
ま
し
た
け
れ
ど
、
訪
ね
て
行
け
る
所
も
思
い
つ
き
ま
せ
ん
の
で
（
こ
ち
ら
の
お
宅
を
）
お
頼
り
申
し
上
げ
た
い
の
で
す
」
と
言
っ
た
。
主
で
あ
る
女
は
娘
を
見
て
、「（
そ
れ
は
）

お
気
の
毒
な
こ
と
ね
え
。
並
々
な
ら
ぬ
（
優
美
な
）
御
姿
で
、
ど
う
や
っ
て
迷
い
な
が
ら
も
こ
こ
ま
で
た
ど
り
着
い
た
の
で
し
ょ
う
。
い
っ
そ
の
こ
と
私
を
親
と
お
思
い
下
さ
い
。
男

は
大
勢
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
娘
を
持
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
朝
に
夕
に
欲
し
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
」
と
言
う
。（
娘
が
）「
そ
れ
こ
そ
嬉
し
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
こ
と
い
っ
て
目
指

し
て
行
こ
う
と
い
う
所
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
と
言
う
と
、（
主
で
あ
る
女
は
）
並
々
な
ら
ず
喜
ん
で
（
こ
の
娘
を
）
か
わ
い
が
り
家
に
置
き
申
し
上
げ
た
。（
主
で
あ
る
女
は
）
な
ん
と

か
し
て
（
こ
の
娘
を
）
そ
れ
な
り
に
適
当
な
人
と
結
婚
さ
せ
申
し
上
げ
た
い
と
努
め
た
。
し
か
し
、
こ
の
娘
は
、
全
く
う
ち
と
け
る
様
子
も
な
く
、
時
々
泣
い
た
り
な
さ
る
の
で
、

（
主
で
あ
る
女
は
）「
も
し
気
に
か
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
男
君
な
ど
が
ご
ざ
い
ま
す
な
ら
、
私
に
隠
さ
ず
お
話
し
下
さ
い
」
と
言
っ
て
慰
め
た
。
そ
こ
で
、（
娘
が
）「
け
っ
し
て
そ
の
よ

う
な
こ
と
﹇
＝
慕
っ
て
い
る
男
性
が
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
﹈
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
情
け
な
い
我
が
身
が
厭
わ
し
く
思
わ
れ
て
こ
の
よ
う
に
気
分
が
ふ
さ
い
で
憂
鬱
に
な
っ
て
お
り

ま
す
の
で
、
男
性
と
結
婚
す
る
こ
と
な
ど
は
思
い
も
寄
り
ま
せ
ん
。
た
だ
美
し
い
よ
う
な
姫
君
な
ど
の
お
そ
ば
に
お
仕
え
し
て
、
御
宮
仕
え
い
た
し
た
い
と
思
う
の
で
す
」
と
言
う
と
、

（
主
で
あ
る
女
は
）「
よ
い
と
こ
ろ
に
（
お
嫁
に
や
っ
て
）
落
ち
着
か
せ
申
し
上
げ
た
い
と
常
に
申
し
上
げ
て
お
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
に
お
望
み
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
に
も

御
心
に
逆
ら
う
よ
う
な
こ
と
は
し
ま
す
ま
い
。（
何
よ
り
）
高
柳
様
の
姫
君
が
優
雅
で
品
も
よ
く
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
ら
、（
そ
れ
に
）
私
の
妹
が
、
そ
の
お
宅
に
お
仕
え
し
て
働

い
て
お
り
ま
す
の
で
、（
お
仕
え
で
き
る
か
）
聞
い
て
さ
し
上
げ
ま
し
ょ
う
。
な
ん
で
も
気
や
す
く
、
お
思
い
に
な
る
よ
う
な
こ
と
は
お
話
し
下
さ
い
。（
お
気
持
ち
に
）
背
く
こ
と
は

い
た
し
ま
す
ま
い
」
と
言
う
の
で
、（
娘
は
）
た
い
そ
う
嬉
し
い
と
思
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
話
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
例
の
者
﹇
＝
主
で
あ
る
女
の
妹
﹈
が
来
た
の
で
、
こ
の
事
情
を
話
す
と
、「（
で
は
）
そ
の
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
、（
主

で
あ
る
女
の
妹
が
御
屋
敷
に
）
立
ち
戻
っ
て
（
姫
君
の
）
乳
母
に
相
談
す
る
と
、（
乳
母
は
）、「
そ
れ
な
ら
た
だ
ち
に
参
上
さ
せ
よ
」
と
お
っ
し
ゃ
る
。（
娘
は
）
喜
ん
で
身
だ
し
な
み

を
整
え
て
（
姫
君
の
も
と
へ
）
参
上
し
た
。（
娘
の
）
見
た
目
、
顔
立
ち
が
、
美
し
か
っ
た
の
で
、
姫
君
も
お
喜
び
に
な
っ
て
、（
こ
の
娘
に
）
呼
び
名
を
玉
水
の
前
と
付
け
な
さ
る
。

（
娘
は
）
何
か
に
つ
け
て
優
雅
で
品
よ
く
風
情
が
あ
っ
て
、
姫
君
の
音
楽
の
遊
び
の
折
や
、（
そ
れ
以
外
で
も
）
朝
に
夕
に
（
姫
君
の
）
お
そ
ば
に
馴
れ
親
し
み
お
仕
え
し
、（
姫
君
の
）

御
手
水
﹇
＝
洗
顔
や
手
洗
い
の
た
め
の
水
﹈
の
お
世
話
を
し
、
お
食
事
を
差
し
上
げ
、（
寝
る
時
は
）
月
冴
﹇
＝
姫
君
の
乳
母
子
﹈
と
同
様
に
姫
君
の
御
裾
近
く
に
寝
て
、
そ
ば
を
離

れ
る
こ
と
な
く
お
仕
え
し
た
。
お
庭
に
犬
な
ど
が
来
ま
す
と
、（
も
と
が
狐
で
あ
る
の
で
）
こ
の
人
﹇
＝
娘
﹈
は
、
顔
色
が
変
わ
り
、（
恐
が
っ
て
）
身
の
毛
が
よ
だ
つ
よ
う
で
、
食
べ

物
も
食
べ
ら
れ
ず
、
た
だ
な
ら
ぬ
様
子
で
あ
る
の
で
、（
姫
君
は
）
気
の
毒
に
お
思
い
に
な
っ
て
、
御
屋
敷
内
に
犬
を
い
さ
せ
な
い
よ
う
に
な
さ
る
。「
あ
ま
り
に
異
常
な
恐
が
り
方
だ

な
あ
」「
こ
の
人
﹇
＝
玉
水
の
前
﹈
の
受
け
る
ご
寵
愛
の
深
さ
の
う
ら
や
ま
し
い
こ
と
よ
」
な
ど
、
周
囲
に
は
妬
む
人
も
い
る
に
違
い
な
い
（
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
の
御
寵
愛
ぶ
り
で
あ
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る
）。こ

う
し
て
時
が
過
ぎ
て
い
く
う
ち
に
、
五
月
の
半
ば
の
頃
、
格
別
に
月
も
陰
り
な
く
輝
く
夜
、
姫
君
が
、
御
簾
の
際
近
く
へ
い
ざ
り
﹇
＝
膝
を
つ
い
た
ま
ま
移
動
す
る
こ
と
﹈
出
て

い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
ぼ
ん
や
り
と
な
さ
り
な
が
ら
（
月
を
）
な
が
め
な
さ
っ
た
折
に
、
ほ
と
と
ぎ
す
が
鳴
き
な
が
ら
飛
び
去
っ
て
行
っ
た
の
で
、

ほ
と
と
ぎ
す
…
＝
ほ
と
と
ぎ
す
が
雲
の
か
な
た
で
声
を
上
げ
て
鳴
く
よ

と
（
姫
君
が
）
詠
み
な
さ
っ
た
と
こ
ろ
、
玉
水
は
す
ぐ
に
、

深
き
思
ひ
の
…
＝
何
か
深
い
思
い
が
あ
る
の
で
し
ょ
う

（
と
付
け
、
詠
み
終
え
る
と
）
す
ぐ
に
「
私
の
心
の
中
…
」
と
ぼ
そ
ぼ
そ
と
口
ご
も
る
よ
う
に
申
し
た
の
で
、（
姫
君
は
）「（
玉
水
の
悩
み
と
は
）
何
事
で
あ
ろ
う
か
、
心
の
内
が
知
り

た
い
も
の
だ
。
恋
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
人
を
恨
む
気
持
ち
な
ど
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
や
し
い
こ
と
だ
」
と
思
っ
て
、

五
月
雨
の
…
＝
五
月
雨
が
降
る
間
は
雲
の
上
に
い
る
ほ
と
と
ぎ
す
は
、
誰
の
思
い
寝
﹇
＝
恋
し
い
人
な
ど
を
思
い
つ
つ
寝
る
こ
と
﹈
の
様
子
を
知
っ
て
（
あ
ん
な
に
鳴
い
て
）

い
る
の
だ
ろ
う
か
。

（
と
詠
ん
だ
。）

﹇
解

説
﹈

問
1

解
釈
の
問
題

重
要
単
語
・
重
要
文
法
を
確
認
し
、
前
後
の
文
意
や
前
書
き
な
ど
も
踏
ま
え
て
解
答
し
た
い
。

ア

基
礎

「
し
づ
心
な
く
思
ひ
奉
り
け
る
こ
そ
あ
さ
ま
し
け
れ
」
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

「
し
づ
心
／
な
く
／
思
ひ
／
奉
り
／
け
る
／
こ
そ
／
あ
さ
ま
し
け
れ
」
と
単
語
分
け
さ
れ
る
。

「
し
づ
心
」
は
、「
静
心
」
で
、「
落
ち
着
い
た
心
」
の
こ
と
。
こ
れ
が
正
し
い
の
は
、
2
・
4
・
5
。「
奉
り
」
は
、「
〜
申
し
上
げ
る
・
お
〜
に
す
る
」
と
訳
す
謙
譲
の
補
助

動
詞
。
こ
れ
が
正
し
い
の
は
、
2
・
5
。
1
に
は
敬
語
の
訳
が
な
く
、
3
の
「
お
〜
に
な
る
」・
4
の
「
な
さ
る
」
は
尊
敬
語
の
訳
で
あ
る
。「
け
る
」
は
、
過
去
の
助
動
詞

「
け
り
」
の
連
体
形
。
5
は
こ
れ
が
訳
さ
れ
て
い
な
い
。「
こ
そ
」
は
、
強
意
の
係
助
詞
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
選
択
肢
で
も
特
に
訳
に
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。「
あ
さ
ま
し
け
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れ
」
は
、
主
に
「
驚
き
あ
き
れ
る
ほ
ど
だ
・
意
外
だ
」、
ま
た
「
情
け
な
い
・
あ
さ
は
か
だ
・
見
苦
し
い
」
な
ど
と
訳
す
形
容
詞
「
あ
さ
ま
し
」
の
已
然
形
。
こ
れ
は
、
1
・

2
・
3
・
4
は
正
し
く
、
5
の
み
間
違
っ
て
い
る
。

よ
っ
て
正
解
は
、
全
て
の
ポ
イ
ン
ト
が
正
し
く
訳
さ
れ
て
い
る
2
で
あ
る
。

例
年
の
出
題
に
比
べ
る
と
傍
線
部
が
や
や
長
い
が
、
重
要
単
語
・
敬
語
・
助
動
詞
の
訳
か
ら
正
解
は
得
ら
れ
る
。

イ

基
礎

「
い
か
に
し
て
」
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

「
い
か
に
／
し
／
て
」
が
一
語
化
し
た
表
現
。

「
い
か
に
」
は
、「
ど
う
・
ど
の
よ
う
に
・
ど
れ
ほ
ど
・
ど
う
し
て
」
な
ど
と
訳
す
副
詞
。「
し
」
は
、
サ
変
動
詞
「
す
」
の
連
用
形
。「
て
」
は
、
接
続
助
詞
で
あ
る
が
、「
い

か
に
し
て
」
で
、
基
本
的
に
は
2
の
よ
う
に
、「
ど
の
よ
う
に
し
て
」
と
い
う
意
味
に
な
る
が
、「
い
か
で
・
い
か
で
か
」
と
同
様
に
、
希
望
（
願
望
）・
意
志
の
表
現
と
呼
応
す

る
と
「
ど
う
に
か
し
て
・
な
ん
と
か
し
て
」
と
訳
す
。
こ
こ
で
は
、
後
方
に
あ
る
「
慰
め
ば
や
」
の
「
ば
や
」
が
願
望
（
〜
た
い
）
の
終
助
詞
で
あ
る
か
ら
、「
い
か
に
し
て
〜

ば
や
」
で
「
ど
う
に
か
し
て
〜
し
た
い
・
な
ん
と
か
し
て
〜
し
た
い
」
と
訳
す
こ
と
に
な
る
。

よ
っ
て
、
正
解
は
4
で
あ
る
。

ウ

基
礎

「
こ
の
人
の
御
お
ぼ
え
の
ほ
ど
」
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

「
こ
／
の
／
人
／
の
／
御
お
ぼ
え
／
の
／
ほ
ど
」
と
単
語
分
け
さ
れ
る
。

「
お
ぼ
え
」
は
、
現
代
語
と
同
様
に
「
記
憶
」
や
「
自
信
（「
腕
に
お●

ぼ●

え●

が
あ
る
」）」
の
意
も
表
す
が
、「（
世
間
の
）
評
判
・
人
望
」「（
上
位
の
人
か
ら
の
）
寵
愛
」
の
意
が

問
わ
れ
や
す
い
名
詞
。
傍
線
部
の
直
前
に
は
、
女
性
に
化
け
て
姫
君
に
仕
え
始
め
た
狐
が
、
姫
君
に
か
わ
い
が
ら
れ
て
、「
玉
水
の
前
」
と
名
づ
け
て
も
ら
い
、
犬
を
恐
が
る

（
本
性
が
狐
だ
か
ら
）
と
、
姫
君
が
「
御
心
苦
し
く
思
さ
れ
て
、
御
所
中
に
犬
を
置
か
せ
給
は
ず
（
＝
気
の
毒
に
お
思
い
に
な
っ
て
、
御
屋
敷
内
に
犬
を
い
さ
せ
な
い
よ
う
に
な

さ
る
）」
と
い
う
配
慮
を
し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
見
た
人
が
「
こ
の
人
の
御
お
ぼ
え
の
ほ
ど
の
御
う
ら
や
ま
し
さ
よ
」
と
妬
ん
だ
と
い
う
の
で
あ
る

か
ら
、「
お
ぼ
え
」
は
姫
君
が
「
玉
水
の
前
」
を
格
別
に
か
わ
い
が
っ
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
寵
愛
」
の
こ
と
で
あ
る
。
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よ
っ
て
、
正
解
は
5
で
あ
る
。

正
解

ア

21

2

イ

22

4

ウ

23

5

問
2

敬
語
（
敬
意
の
対
象
）
の
問
題

標
準

波
線
部
ａ
〜
ｄ
の
敬
語
（
奉
る
・
候
は
・
侍
る
・
参
ら
せ
）
は
そ
れ
ぞ
れ
誰
に
対
す
る
敬
意
を
示
し
て
い
る
か
。
そ
の
組
合
せ
と
し
て
正
し
い
も
の
を
選
べ
。

ま
ず
、
敬
意
の
対
象
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。

敬
意
の
対
象

尊
敬
語
…
動
作
の
主
体
（
主
語
・
動
作
を
し
て
い
る
当
人
）
に
対
す
る
敬
意
を
示
す
。

謙
譲
語
…
動
作
の
受
け
手
（
動
作
の
相
手
）
に
対
す
る
敬
意
を
示
す
。

丁
寧
語
…
話
の
聞
き
手
に
対
す
る
敬
意
を
示
す
。



•
会
話
文
中
の
丁
寧
語

会
話
の
相
手
に
対
す
る
敬
意
を
示
す
。

•
地
の
文
の
丁
寧
語

読
者
に
対
す
る
敬
意
を
示
す
。

ａ
「
奉
る
」
は
、
謙
譲
の
補
助
動
詞
。
謙
譲
語
で
あ
る
か
ら
、
動
作
の
受
け
手
（
相
手
）
に
対
す
る
敬
意
を
示
す
。「
も
し
や
見
奉
る
」
は
、
狐
が
、「
も
し
か
し
た
ら
姫
君

の
こ
と
を
お
見
か
け
で
き
る
か
」
と
思
っ
て
花
園
へ
行
っ
た
と
い
う
場
面
に
あ
る
。「
見
奉
る
」
は
、
狐
の
動
作
で
あ
り
、
そ
の
動
作
の
受
け
手
（
相
手
）
は
「
姫
君
」
で
あ
る

か
ら
、
ａ
の
「
奉
る
」
は
、「
姫
君
」
に
対
す
る
敬
意
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ａ
が
正
し
い
の
は
3
・
4
・
5
で
あ
る
。

ｂ
「
候
は
」
は
、「
あ
り
ま
す
・
ご
ざ
い
ま
す
」
な
ど
と
訳
す
、
丁
寧
の
本
動
詞
。
丁
寧
語
で
あ
る
か
ら
、
話
の
聞
き
手
に
対
す
る
敬
意
を
示
す
。「
も
し
見
給
ふ
君
な
ど
候

は
ば
、
我
に
隠
さ
ず
語
り
給
へ
」
は
、
う
ち
解
け
る
様
子
も
見
せ
ず
泣
い
て
い
る
「
娘
」（
狐
が
化
け
た
女
）
を
見
て
、「
娘
」
の
面
倒
を
見
て
い
る
「
主
の
女
房
」
が
、
慰
め
よ

う
と
し
て
「
も
し
気
に
か
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
男
君
な
ど
が
ご
ざ
い
ま
す
な
ら
、
私
に
隠
さ
ず
お
話
し
下
さ
い
」
と
言
っ
て
い
る
会
話
文
中
に
あ
る
。
話
し
手
は
「
主
の
女
房
」、

聞
き
手
は
「
娘
」
で
あ
る
か
ら
、
ｂ
の
「
候
は
」
は
、「
娘
」
に
対
す
る
敬
意
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ｂ
が
正
し
い
の
は
2
・
4
・
5
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
1
・
3
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の
「
見
給
ふ
君
」
は
、「
娘
が
気
に
か
け
て
い
る
男
性
」
の
こ
と
だ
が
、
こ
れ
は
「
主
の
女
房
」
が
そ
の
よ
う
な
人
が
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
だ
け
で
、
実
際
に

は
そ
の
よ
う
な
人
物
は
登
場
し
て
い
な
い
。
こ
こ
で
、
答
は
4
・
5
に
絞
ら
れ
る
。

ｃ
「
侍
る
」
は
、
丁
寧
の
補
助
動
詞
。
丁
寧
語
で
あ
る
か
ら
、
話
の
聞
き
手
に
対
す
る
敬
意
を
示
す
。
ｂ
で
見
た
、「
主
の
女
房
」
の
、「
も
し
見
給
ふ
君
な
ど
候
は
ば
、
我

に
隠
さ
ず
語
り
給
へ
」
を
受
け
て
、「
娘
」（
狐
が
化
け
た
女
）
が
、「
人
に
見
ゆ
る
こ
と
な
ど
は
思
ひ
も
よ
ら
ず
（
＝
男
性
と
結
婚
す
る
こ
と
な
ど
は
思
い
も
よ
り
ま
せ
ん
）」
と

前
置
き
し
、「
た
だ
美
し
か
ら
む
姫
君
な
ど
の
御
そ
ば
に
侍
り
て
、
御
宮
仕
へ
申
し
た
く
侍
る
な
り
（
＝
た
だ
美
し
い
よ
う
な
姫
君
な
ど
の
お
そ
ば
に
お
仕
え
し
て
、
御
宮
仕
え

い
た
し
た
い
と
思
う
の
で
す
）」
と
答
え
て
い
る
会
話
文
中
に
あ
る
。
話
し
手
は
「
娘
」、
聞
き
手
は
「
主
の
女
房
」
で
あ
る
か
ら
、
ｃ
の
「
侍
る
」
は
、「
主
の
女
房
」
に
対
す

る
敬
意
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ｃ
が
正
し
い
の
は
2
・
4
で
、
こ
こ
ま
で
で
正
解
は
4
と
わ
か
る
。

ｄ
「
参
ら
せ
」
は
、「
差
し
上
げ
る
」
と
訳
す
、
謙
譲
の
本
動
詞
。
謙
譲
語
で
あ
る
か
ら
、
動
作
の
受
け
手
（
相
手
）
に
対
す
る
敬
意
を
示
す
。「
姫
君
」
に
仕
え
る
よ
う
に

な
っ
た
「
娘
」（
狐
が
化
け
た
女
）
は
「
玉
水
の
前
」
と
名
づ
け
ら
れ
、
朝
夕
「
姫
君
」
の
そ
ば
を
離
れ
ず
、「
御
手
水
参
ら
せ
供
御
参
ら
せ
」
た
、
つ
ま
り
、「
娘
」
＝
「
玉
水

の
前
」
が
「
姫
君
」
に
対
し
て
「
御
手
水
（
洗
顔
や
手
洗
い
の
た
め
の
水
）
の
お
世
話
を
し
た
り
、
飲
食
物
を
差
し
上
げ
た
り
し
た
」
の
で
あ
る
。「
玉
水
の
前
」
が
動
作
の
主

体
、「
姫
君
」
が
受
け
手
（
相
手
）
で
あ
る
か
ら
、
ｄ
の
「
参
ら
せ
」
は
、「
姫
君
」
に
対
す
る
敬
意
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ｄ
が
正
し
い
の
は
2
・
3
・
4
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
正
解
は
4
で
あ
る
。

正
解

24

4

問
3

心
情
説
明
の
問
題

標
準

傍
線
部
Ａ
「
い
た
づ
ら
に
消
え
失
せ
な
む
こ
そ
う
ら
め
し
け
れ
」
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
狐
の
心
情
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選

べ
。

傍
線
部
は
「
い
た
づ
ら
に
／
消
え
失
せ
／
な
／
む
／
こ
そ
／
う
ら
め
し
け
れ
」
と
単
語
分
け
さ
れ
、「
む
な
し
く
消
え
失
せ
て
（
死
ん
で
）
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
は
恨
め
し
い

（
残
念
だ
）」
と
直
訳
さ
れ
る
。

「
い
た
づ
ら
に
」
は
、「
無
駄
だ
・
む
な
し
い
」
な
ど
と
訳
す
形
容
動
詞
「
い
た
づ
ら
な
り
」
の
連
用
形
。「
消
え
失
せ
」
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
、「
姿
を
消
す
」（
2
・
3
）
の

意
と
も
、「
死
ぬ
」（
1
・
4
・
5
）
の
意
と
も
と
れ
る
が
、「
い
た
づ
ら
に
な
る
」
と
い
う
慣
用
表
現
が
「
死
ぬ
」
意
で
あ
る
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、「
い
た
づ
ら
に
消
え
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失
す
」
は
「
死
ぬ
」
の
意
と
と
る
ほ
う
が
適
当
で
あ
ろ
う
。「
な
」
は
、
完
了
・
強
意
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の
未
然
形
。「
む
」
は
、
婉
曲
の
助
動
詞
「
む
」
の
連
体
形
で
あ
る
。
現

代
語
訳
の
問
題
で
は
な
い
が
、「
消
え
失
せ
」
に
か
か
っ
て
い
る
修
飾
語
「
い
た
づ
ら
に
」
の
意
味
と
し
て
は
、
5
の
「
む
な
し
く
」
が
正
し
い
。
4
の
「
の
た
れ
死
に
」
も
そ

の
意
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
1
「
罪
の
報
い
を
受
け
て
」、
2
「
は
や
く
」、
3
「
な
ん
と
な
く
」
は
、
い
ず
れ
も
「
い
た
づ
ら
に
」
の
意
味
に
相
当
し
な
い
。「
う

ら
め
し
け
れ
」
は
、「
恨
み
に
思
わ
れ
る
・
残
念
だ
」
の
意
の
形
容
詞
「
う
ら
め
し
」
の
已
然
形
。
こ
れ
が
各
選
択
肢
の
末
尾
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
正
し
い
の
は

5
、
あ
る
い
は
1
で
あ
る
。

ま
た
、
傍
線
部
直
前
の
「
我
、
前
の
世
い
か
な
る
罪
の
報
い
に
て
、
か
か
る
け
だ
も
の
と
生
ま
れ
け
む
。
美
し
き
人
を
見
そ
め
奉
り
て
、
お
よ
ば
ぬ
恋
路
に
身
を
や
つ
し
」
は
、

「
自
分
は
、
前
世
の
ど
の
よ
う
な
罪
の
報
い
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
獣
と
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
美
し
い
人
﹇
＝
姫
君
﹈
を
見
初
め
申
し
上
げ
て
、
か
な
わ
な
い
恋
路
に
身

も
や
せ
る
思
い
を
し
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
身
を
や
つ
す
」
は
「
み
す
ぼ
ら
し
い
姿
に
な
る
・
め
だ
た
な
い
姿
を
す
る
・
出
家
す
る
・（
何
か
に
打
ち
込
ん
で
）
や
せ
る
思
い

を
す
る
」
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
。「
い
た
づ
ら
に
消
え
失
せ
な
む
」
こ
と
に
な
る
の
は
「
お
よ
ば
ぬ
恋
路
に
身
を
や
つ
し
」
た
た
め
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
正
し
く
説
明
さ
れ

て
い
る
の
は
5
の
「
か
な
わ
ぬ
恋
に
身
も
心
も
疲
れ
き
っ
て
」
し
か
な
い
。

以
上
か
ら
、
正
解
は
5
で
あ
る
。

1
の
「
罪
の
報
い
を
受
け
て
」
は
、「
前
の
世
い
か
な
る
罪
の
報
い
に
て
」
の
意
を
取
り
違
え
て
い
る
。

2
の
「
何
度
も
近
づ
い
た
こ
と
で
疎
ま
れ
」
は
、
第
一
段
落
最
後
の
「
も
し
や
見
奉
る
〜
あ
る
は
神
頭
を
射
か
け
ら
れ
」
な
ど
が
相
当
し
そ
う
だ
が
、
傍
線
部
の
時
点
で
は

ま
だ
起
き
て
い
な
い
。

3
は
、「
な
ん
と
な
く
」
に
相
当
す
る
表
現
が
本
文
に
な
い
。

4
は
「
人
間
に
化
け
る
と
い
う
悪
行
」
が
本
文
に
な
い
。

正
解

25

5

問
4

心
情
（
傍
線
部
の
態
度
を
生
ん
だ
心
情
）
説
明
の
問
題

応
用

傍
線
部
Ｂ
「
こ
の
娘
、
つ
や
つ
や
う
ち
と
く
る
気
色
も
な
く
、
折
々
は
う
ち
泣
き
な
ど
し
給
ふ
」
と
あ
る
が
、
娘
は
ど
の
よ
う
な
思
い
か
ら
こ
の
よ
う
な
態
度
を
示
し
た
の

か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。
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傍
線
部
の
直
前
を
踏
ま
え
て
考
え
る
問
題
で
あ
る
。

傍
線
部
自
体
は
、「
こ
／
の
／
娘
、
／
つ
や
つ
や
／
う
ち
と
く
る
／
気
色
／
も
／
な
く
、
／
折
々
／
は
／
う
ち
泣
き
／
な
ど
／
し
／
給
ふ
」
と
単
語
分
け
さ
れ
、「
こ
の
娘
は
、

全
く
う
ち
と
け
る
様
子
も
な
く
、
時
々
泣
い
た
り
な
さ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

こ
の
様
子
を
見
て
「
主
の
女
房
」
は
、「
も
し
見
給
ふ
君
な
ど
候
は
ば
、
我
に
隠
さ
ず
語
り
給
へ
（
＝
も
し
気
に
か
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
男
君
な
ど
が
ご
ざ
い
ま
す
な
ら
、
私

に
隠
さ
ず
お
話
し
下
さ
い
）」
と
言
っ
て
慰
め
よ
う
と
し
た
。
傍
線
部
直
前
に
、「
い
か
に
し
て
さ
も
あ
ら
む
人
に
見
せ
奉
ら
ば
や
と
い
と
な
み
け
る
（
＝
な
ん
と
か
し
て
そ
れ
な

り
に
適
当
な
人
と
結
婚
さ
せ
申
し
上
げ
た
い
と
努
め
た
）」
と
あ
る
と
お
り
、「
主
の
女
房
」
は
「
娘
」
に
よ
い
結
婚
相
手
を
と
考
え
て
い
た
の
で
、「
娘
」
が
憂
鬱
そ
う
に
す
る

姿
を
見
て
、
他
に
好
き
な
人
で
も
い
て
悩
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
た
の
で
あ
る
。
す
る
と
「
娘
（
玉
水
の
前
）」
は
、「
ゆ
め
ゆ
め
さ
や
う
の
こ
と
は
侍
ら
ず
。
憂
き

身
の
め
ざ
ま
し
く
お
ぼ
え
て
か
く
結
ぼ
れ
た
る
さ
ま
な
れ
ば
、
人
に
見
ゆ
る
こ
と
な
ど
は
思
ひ
も
よ
ら
ず
。
た
だ
美
し
か
ら
む
姫
君
な
ど
の
御
そ
ば
に
侍
り
て
、
御
宮
仕
へ
申
し

た
く
侍
る
な
り
」
と
答
え
た
。「
け
っ
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
﹇
＝
慕
っ
て
い
る
男
性
が
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
﹈
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
情
け
な
い
我
が
身
が
厭
わ
し
く
思
わ

れ
て
こ
の
よ
う
に
気
分
が
ふ
さ
い
で
憂
鬱
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
男
性
と
結
婚
す
る
こ
と
な
ど
は
思
い
も
寄
り
ま
せ
ん
。
た
だ
美
し
い
よ
う
な
姫
君
な
ど
の
お
そ
ば
に
お
仕

え
し
て
、
御
宮
仕
え
い
た
し
た
い
と
思
う
の
で
す
」
と
い
う
の
で
あ
る
。「
娘
（
狐
）」
の
本
来
の
願
い
は
姫
君
に
近
づ
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、「
娘
」
の
憂
鬱
な
様
子
を
心

配
す
る
「
主
の
女
房
」
に
対
し
て
、「
憂
鬱
の
原
因
は
恋
愛
や
結
婚
問
題
で
は
な
い
。
憂
鬱
を
晴
ら
す
た
め
に
美
し
い
姫
君
の
も
と
に
宮
仕
え
さ
せ
て
ほ
し
い
」
と
言
う
こ
と
で
、

「
娘
（
狐
）」
は
、
自
分
の
願
い
を
か
な
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
娘
（
狐
）」
は
傍
線
部
で
、
憂
鬱
な
様
子
を
見
せ
、「
主
の
女
房
」
の
心
配
を
引
き
出
し
、

「
姫
君
に
仕
え
た
い
」
と
い
う
自
分
の
本
意
を
口
に
す
る
機
会
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
正
解
は
、
3
で
あ
る
。

1
の
「
意
中
の
人
と
の
縁
談
を
提
案
し
て
く
れ
る
よ
う
に
養
母
を
誘
導
し
た
い
」、
2
の
「
娘
の
可
愛
ら
し
い
姿
を
人
前
で
見
せ
び
ら
か
し
た
い
」「
逆
ら
え
な
い
」、
4
の

「
養
女
と
し
て
の
立
場
ゆ
え
の
疎
外
感
」、
5
の
「
養
母
を
だ
ま
し
て
い
る
こ
と
か
ら
く
る
罪
悪
感
」
は
、
い
ず
れ
も
本
文
に
書
か
れ
て
い
な
い
。

ち
な
み
に
、「
見
る
」
や
「
見
ゆ
」
に
「
結
婚
す
る
」、「
見
す
」
に
「
結
婚
さ
せ
る
」
の
意
が
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
お
き
た
い
。
こ
れ
ら
を
知
っ
て
い
れ
ば
、「
人
に
見
せ
奉
ら

ば
や
」・「
も
し
見
給
ふ
君
な
ど
候
は
ば
」・「
人
に
見
ゆ
る
こ
と
な
ど
は
思
ひ
も
よ
ら
ず
」
な
ど
を
正
し
く
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
、
正
解
を
得
や
す
く
な
る
。

正
解

26
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問
5

理
由
説
明
の
問
題

応
用

狐
が
娘
に
化
け
た
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。（
傍
線
部
な
し
）

狐
が
姫
君
に
一
目
惚
れ
し
た
こ
と
は
、
前
書
き
や
、
本
文
の
冒
頭
を
読
む
だ
け
で
わ
か
る
。
よ
っ
て
、
狐
が
人
に
化
け
た
の
が
、「
姫
君
に
近
づ
く
た
め
」
で
あ
る
こ
と
も
容

易
に
察
し
が
つ
く
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
狐
が
人
に
化
け
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
第
二
段
落
冒
頭
の
、「
い
か
に
し
て
御
そ
ば
近
く
参
り
て
朝
夕
見
奉
り
心
を
慰
め
ば

や
と
思
ひ
め
ぐ
ら
し
て
〜
年
十
四
、
五
の
容
貌
あ
ざ
や
か
な
る
女
に
化
け
て
」
で
あ
る
が
、「
い
か
に
し
て
御
そ
ば
近
く
参
り
て
朝
夕
見
奉
り
心
を
慰
め
ば
や
」
は
「
な
ん
と
か

し
て
（
姫
君
の
）
御
そ
ば
近
く
に
参
上
し
て
お
仕
え
し
、
朝
に
夕
に
（
そ
の
御
姿
を
）
見
申
し
上
げ
て
（
わ
が
）
心
を
慰
め
た
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
狐
が
人

に
化
け
た
の
が
「
姫
君
に
近
づ
く
た
め
」
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
と
説
明
し
て
い
る
の
は
、
1
の
「
そ
ば
に
い
ら
れ
る
よ
う
に
し
よ
う
と
考
え

た
」
で
あ
り
、
3
「
そ
ば
に
仕
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
」
と
4
「
近
く
で
仕
え
ら
れ
る
」
も
同
内
容
を
含
ん
だ
説
明
で
あ
る
と
は
言
え
る
。

ま
た
、
1
は
、「
男
に
化
け
て
姫
君
と
結
ば
れ
れ
ば
姫
君
の
身
を
不
幸
に
し
、
両
親
を
悲
し
ま
せ
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
」
が
、
第
一
段
落
本
文
六
行
目
の
、「
我
、
姫
君
に

逢
ひ
奉
ら
ば
、
必
ず
御
身
い
た
づ
ら
に
な
り
給
ひ
ぬ
べ
し
。
父
母
の
御
嘆
き
と
い
ひ
、
世
に
た
ぐ
ひ
な
き
御
有
様
な
る
を
、
い
た
づ
ら
に
な
し
奉
ら
む
こ
と
御
い
た
は
し
く
」
に

相
当
し
て
い
て
誤
り
が
な
い
。
こ
の
箇
所
は
「
私
が
、
姫
君
に
お
会
い
し
た
ら
、
き
っ
と
（
姫
君
の
）
御
身
が
損
な
わ
れ
な
さ
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。（
姫
君
の
）
両
親
の
お
嘆

き
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
世
に
ま
た
と
な
い
ほ
ど
の
（
姫
君
の
美
し
い
）
御
姿
を
、
台
無
し
に
し
申
し
上
げ
る
よ
う
な
こ
と
は
お
気
の
毒
で
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
狐
が

狐
の
姿
の
ま
ま
、
も
し
く
は
、
男
に
化
け
て
姫
君
に
逢
お
う
と
し
な
か
っ
た
理
由
は
本
文
に
は
は
っ
き
り
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
こ
の
こ
と

で
あ
る
。
ち
な
み
に
、「
い
た
づ
ら
に
な
る
」
は
「
無
駄
に
な
る
・
だ
め
に
な
る
・
死
ぬ
」、「
い
た
づ
ら
に
な
す
」
は
「
無
駄
に
す
る
・
だ
め
に
す
る
・
死
な
せ
る
」
の
意
を
示

す
表
現
で
あ
る
。

一
方
、
1
以
外
の
選
択
肢
の
内
容
に
は
、
本
文
の
内
容
と
合
致
し
な
い
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。
3
は
全
体
が
間
違
っ
て
お
り
、
2
の
「
縁
談
で
も
持
ち
上
が
れ
ば
、
高
柳

家
と
の
縁
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
」、
4
の
「
望
ま
な
い
縁
談
を
迫
ら
れ
て
い
る
姫
君
」、
5
の
「
高
柳
家
の
姫
君
が
自
分
と
年
近
い
侍
女
を
探
し
て
い
る
」
は
、
い
ず
れ
も

本
文
に
書
か
れ
て
い
な
い
内
容
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
正
解
は
1
で
あ
る
。

正
解

27
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問
6

内
容
説
明
の
問
題

応
用

こ
の
文
章
で
は
、
姫
君
と
の
関
係
に
お
い
て
、
玉
水
の
ど
の
よ
う
な
姿
が
描
か
れ
て
い
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。（
傍
線
部
な
し
）

こ
の
設
問
は
、
問
い
方
は
右
の
よ
う
で
あ
る
が
、
要
は
内
容
合
致
問
題
で
、
特
に
本
文
最
終
部
の
和
歌
・
連
歌
の
や
り
と
り
を
踏
ま
え
て
考
え
る
問
題
で
あ
る
。

1
は
、
第
三
段
落
の
、「
御
庭
に
犬
な
ど
参
り
け
れ
ば
〜
か
た
は
ら
に
は
ね
た
む
人
も
あ
る
べ
し
」
に
相
当
す
る
選
択
肢
だ
が
、「
嫉
妬
を
覚
え
る
」
主
体
を
「
月
冴
」
と
し

て
い
る
点
が
正
確
で
は
な
い
。
本
文
に
は
「
か
た
は
ら
に
は
ね
た
む
人
も
あ
る
べ
し
（
＝
周
囲
に
は
妬
む
人
も
い
る
に
違
い
な
い
）」
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、「
周
囲
の
不

満
に
気
づ
け
な
い
玉
水
の
姿
」
と
い
え
る
描
写
も
本
文
に
は
な
い
。

2
は
、
本
文
最
終
部
の
和
歌
・
連
歌
の
や
り
と
り
に
相
当
す
る
選
択
肢
で
誤
り
が
な
い
。「
玉
水
の
秘
め
た
思
い
」
と
は
、
玉
水
の
付
け
句
「
深
き
思
ひ
の
た
ぐ
ひ
な
る
ら
む

（
＝
何
か
深
い
思
い
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
）」
に
込
め
ら
れ
た
思
い
の
こ
と
で
あ
り
、
当
然
、
言
う
に
言
え
な
い
姫
君
へ
の
思
い
の
こ
と
で
あ
る
。「
察
し
た
姫
君
は
、
そ
れ
が
自

身
へ
の
恋
心
で
あ
る
と
は
思
い
も
よ
ら
ず
、
胸
中
を
知
り
た
い
と
戯
れ
る
」
と
い
う
説
明
は
、
本
文
末
尾
近
く
、「
何
事
に
か
あ
ら
む
、
心
の
中
こ
そ
ゆ
か
し
け
れ
。
恋
と
や
ら

む
か
、
ま
た
人
に
恨
む
る
心
な
ど
か
。
あ
や
し
く
こ
そ
（
＝
玉
水
の
悩
み
と
は
何
事
で
あ
ろ
う
か
、
心
の
内
が
知
り
た
い
も
の
だ
。
恋
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
人
を
恨
む
気
持

ち
な
ど
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
や
し
い
こ
と
だ
）」
と
「
五
月
雨
の
」
の
和
歌
の
内
容
に
相
当
す
る
。「
ゆ
か
し
け
れ
」
は
、「
見
た
い
・
聞
き
た
い
・
知
り
た
い
」
な
ど
と

訳
す
形
容
詞
「
ゆ
か
し
」
の
已
然
形
で
あ
る
。「
玉
水
は
何
を
悩
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
、
知
り
た
い
」
と
思
っ
た
姫
君
は
「
五
月
雨
の
」
の
和
歌
を
詠
ん
で
、「
一
体
ほ
と
と
ぎ
す

は
誰
の
悩
み
を
知
っ
て
鳴
く
の
だ
ろ
う
か
」
と
、
そ
れ
と
な
く
玉
水
の
心
の
内
を
探
っ
た
の
で
あ
る
。「
お
も
ひ
ね
」
と
は
、「
思
ひ
寝
」
で
、「
人
を
恋
し
く
思
い
つ
つ
寝
る
こ

と
・
思
い
悩
み
な
が
ら
寝
る
こ
と
」
で
あ
る
。
選
択
肢
2
に
あ
る
と
お
り
、「
打
ち
明
け
ら
れ
な
い
思
い
を
姫
君
本
人
か
ら
問
わ
れ
て
し
ま
」
っ
た
の
で
あ
る
。
選
択
肢
末
尾
の

「
せ
つ
な
い
状
況
」
は
、
そ
の
ま
ま
の
表
現
と
し
て
は
本
文
に
な
い
が
、
そ
れ
と
な
く
と
は
い
え
愛
し
く
思
う
相
手
本
人
か
ら
、「
お
ま
え
は
誰
を
愛
し
く
思
っ
て
悩
ん
で
い
る
の

で
す
か
」
と
問
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
玉
水
（
狐
）
は
答
え
よ
う
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、「
せ
つ
な
い
状
況
」
で
あ
る
と
い
っ
て
間
違
い
は
な
い
。

よ
っ
て
、
正
解
は
2
で
あ
る
。

3
も
、
本
文
最
終
部
の
和
歌
・
連
歌
の
や
り
と
り
に
相
当
す
る
選
択
肢
で
あ
る
が
、
ま
ず
、「
姫
君
が
密
か
に
心
を
寄
せ
る
殿
上
人
の
存
在
」
が
本
文
に
な
く
、
従
っ
て
、

「
姫
君
の
恋
を
応
援
し
よ
う
と
す
る
」
も
本
文
に
は
全
く
書
か
れ
て
い
な
い
。「
恋
に
悩
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
の
は
、
姫
君
が
玉
水
に
対
し
て
感
じ
て
い
る
こ
と
で

あ
り
、
玉
水
が
姫
君
に
対
し
て
感
じ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
。

4
も
、
本
文
最
終
部
の
和
歌
・
連
歌
の
や
り
と
り
に
相
当
す
る
選
択
肢
で
あ
る
が
、
ま
ず
、「
し
つ
こ
く
問
い
詰
め
る
」
が
誤
り
。
2
の
説
明
で
も
述
べ
た
が
、
姫
君
は
「
五

月
雨
の
」
の
歌
で
そ●

れ●

と●

な●

く●

玉
水
の
心
の
内
を
探
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
私
の
思
い
を
わ
か
っ
て
も
ら
え
る
は
ず
も
な
い
と
、
冷
た
い
対
応
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
玉
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水
」
は
、
本
文
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
玉
水
に
関
す
る
描
写
は
、
本
文
末
尾
近
く
、「
ぐ
ぢ
ぐ
ぢ
申
し
け
れ
」
が
最
後
で
、
姫
君
の
和
歌
に
ど
う
対
応
し
た
か
は
全
く
書
か
れ

て
い
な
い
。

5
は
、
最
終
段
落
、
特
に
、「『
あ
ま
り
け
し
か
ら
ぬ
物
怖
ぢ
か
な
』
〜
か
た
は
ら
に
は
ね
た
む
人
も
あ
る
べ
し
」
に
相
当
す
る
選
択
肢
と
い
え
る
が
、「
涙
に
く
れ
る
よ
う
な

状
況
に
あ
る
」
は
本
文
に
は
な
い
。
周
囲
の
妬
み
に
対
す
る
玉
水
の
反
応
に
つ
い
て
は
全
く
書
か
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
2
の
説
明
で
も
述
べ
た
と
お
り
、「
五
月
雨
の
」
の
歌

は
姫
君
が
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
か
ら
、「
歌
で
訴
え
て
い
る
玉
水
」
も
正
し
く
な
い
。
玉
水
が
詠
ん
だ
の
は
、
連
歌
の
付
け
句
「
深
き
思
ひ
の
た
ぐ
ひ
な
る
ら
む
」
だ
け
で
あ
る
。

正
解

28
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第
4
問

漢
文

『
杜と

詩し

詳し
よ
う

註ち
ゆ
う

』

﹇
書
き
下
し
文
﹈

嗚あ

呼あ

哀か
な

し
い
か
な
。
兄あ

に

の
子こ

有あ

り
甫ほ

と
曰い

ふ
、
服ふ

く

を
斯こ

こ

に
制せ

い

し
、
徳と

く

を
斯こ

こ

に
紀し

る

し
、
石い

し

に
斯こ

こ

に
刻き

ざ

む
。
或

あ
る
ひ
と

曰い

は
く
、「
豈あ

に
孝か

う

童ど
う

の
猶い

う

子し

な
る
か
、
奚な

ん

ぞ
孝か

う

義ぎ

の
勤つ

と

む
る
こ
と
此か

く
の
ご
と
き
」
と
。
甫ほ

泣な

き
て
対こ

た

へ
て
曰い

は
く
、「
敢あ

へ
て
是こ

れ
に
当あ

た
る
に
非あ

ら

ざ
る
な
り
、
亦ま

た
報む

く

ゆ
る
を
為な

す
な
り
。
甫ほ

昔む
か
し

病や
ま
ひ

に
我わ

が
諸し

よ

姑こ

に
臥ふ

し
、
姑こ

の
子こ

又ま
た

病や

む
。
女ぢ

よ

巫ふ

に
問と

へ
ば
、
巫ふ

曰い

は
く
、『
楹は

し
ら

の
東と

う

南な
ん

隅ぐ
う

に
処を

る
者も

の

は
吉き

ち

な
り
』
と
。
姑こ

遂つ
ひ

に
子こ

の
地ち

を
易か

へ
以も

つ

て
我わ

れ

を
安や

す

ん
ず
。
我わ

れ

是こ

れ
を
用も

つ

て
存そ

ん

し
、
而し

か

し
て
姑こ

の
子こ

卒し
ゆ
つ

す
。
後の

ち

に
乃す

な
は

ち
之こ

れ

を

走そ
う

使し

よ
り
知し

る
。
甫ほ

嘗か
つ

て
人ひ

と

に
説と

く
こ
と
有あ

り
、
客か

く

将ま
さ

に
涕な

み
だ

を
出い

だ
さ
ん
と
し
、
感か

ん

ず
る
こ
と
之こ

れ

を
久ひ

さ

し
く
し
、
相あ

ひ
与と

も

に
諡

お
く
り
な

を
定さ

だ

め
、
義ぎ

と
曰い

ふ
」
と
。

君く
ん

子し

以お

為も

へ
ら
く
魯ろ

の
義ぎ

姑こ

な
る
者も

の

は
、
暴ぼ

う

客か
く

に
郊か

う

に
遇あ

ひ
、
其そ

の
携た

づ
さ

へ
る
所と

こ
ろ

を
抱い

だ

き
、
其そ

の
抱い

だ

く
所と

こ
ろ

を
棄す

て
、
以も

つ

て
私し

愛あ
い

を
割た

つ
と
。
県け

ん

君く
ん

焉こ
れ

有あ

り
。

是こ
こ

を
以も

つ

て
茲こ

の
一い

ち

隅ぐ
う

を
挙あ

げ
、
彼か

の
百ひ

や
く

行か
う

を
昭あ

き
ら

か
に
す
。
銘め

い

し
て
韻い

ん

せ
ず
、
蓋け

だ

し
情じ

や
う

至い
た

れ
ば
文ぶ

ん

無な

し
。
其そ

の
詞こ

と
ば

に
曰い

は
く
、「
嗚あ

呼あ

、
有い

う

唐た
う

の
義ぎ

姑こ

、
京け

い

兆て
う

杜と

氏し

の
墓は

か

。」

﹇
通

釈
﹈

あ
あ
哀
し
い
こ
と
で
あ
る
よ
。（
あ
な
た
の
）
兄
の
子
で
あ
る
私
、
甫
は
、（
あ
な
た
の
死
に
際
し
て
）
喪
に
服
し
、
そ
の
（
生
前
の
）
徳
を
記
し
て
、
墓
誌
を
石
に
刻
み
ま
し
た
。

あ
る
人
が
言
い
ま
し
た
、「（
あ
な
た
は
）
あ
の
孝
童
さ
ん
の
甥
で
す
よ
ね
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に
（
叔
母
さ
ん
に
あ
た
る
方
の
た
め
に
）
孝
行
に
つ
と
め
ら
れ
る
の
で
す
か
」
と
。

私
、
甫
は
泣
い
て
（
そ
の
人
に
）
お
答
え
し
て
言
い
ま
し
た
、「
と
ん
で
も
な
い
こ
と
で
す
、（
私
は
亡
き
叔
母
へ
の
）
恩
に
報
い
よ
う
と
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
す
。
私
、
甫
は
昔
叔

母
の
家
で
病や

ま
い

に
臥
し
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
叔
母
の
（
実
の
）
子
も
ま
た
病
に
か
か
り
ま
し
た
。（
そ
の
時
に
呼
ん
だ
）
女
の
祈
禱
師
に
尋
ね
る
と
、
祈
禱
師
は
、『
柱
の
東
南
側
に
い

る
と
、
運
気
が
よ
く
な
り
ま
す
』
と
言
い
ま
し
た
。（
す
る
と
）
叔
母
は
す
ぐ
に
自
分
の
子
の
（
寝
て
い
た
）
場
所
を
変
え
て
、
私
を
柱
の
東
南
側
に
寝
か
せ
て
く
れ
た
の
で
す
。
私

は
そ
の
た
め
に
（
こ
う
し
て
）
生
き
て
お
り
、（
し
か
し
）
そ
の
た
め
に
叔
母
の
子
は
亡
く
な
り
ま
し
た
。
後
に
な
っ
て
や
っ
と
（
私
は
）
こ
の
こ
と
を
使
用
人
か
ら
聞
い
て
知
り
ま

し
た
。
私
、
甫
は
か
つ
て
（
こ
の
こ
と
を
）
人
に
話
し
た
こ
と
が
あ
り
（
ま
し
た
が
）、
そ
の
人
は
今
に
も
涙
を
流
し
そ
う
に
な
り
、
し
ば
ら
く
感
慨
に
ふ
け
り
、
二
人
で
（
叔
母
の

た
め
に
）
諡

お
く
り
な

を
定
め
て
、『
義
』
と
し
ま
し
た
」
と
。

劉
向
の
『
列
女
伝
』
に
よ
れ
ば
、（
昔
）
魯
の
国
の
義
姑
な
る
者
は
、（
魯
に
攻
め
込
ん
だ
斉
の
軍
の
）
暴
徒
に
郊
外
で
遭
遇
し
、
手
を
引
い
て
い
た
兄
の
子
を
抱
き
、
抱
い
て
い
た

自
分
の
子
を
捨
て
て
（
義
の
た
め
に
兄
の
子
を
守
り
、
自
分
の
子
に
対
す
る
）
私
情
を
絶
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。（
私
の
）
叔
母
も
こ
れ
と
同
じ
な
の
で
す
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
一
つ
の
出
来
事
を
取
り
あ
げ
て
、（
叔
母
の
日
頃
か
ら
の
）
あ
ら
ゆ
る
行
い
を
顕
彰
し
よ
う
と
思
う
の
で
す
。
銘
文
は
作
り
ま
す
が
韻
を
踏
ま
な
い
の
は
、
真
心

が
こ
も
れ
ば
飾
り
は
い
ら
な
い
と
思
う
か
ら
で
す
。（
よ
っ
て
）
墓
誌
銘
の
文
言
は
、「
あ
あ
唐
王
朝
の
義
姑
、
長
安
の
杜
氏
の
墓
」
と
し
ま
し
た
。
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﹇
解

説
﹈

問
1

語
の
意
味
の
判
断
の
問
題

ア

基
礎

イ

標
準

二
重
傍
線
部
ア
「
対
」・
イ
「
乃
」
の
こ
こ
で
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。

ア
「
対
」
は
、「
こ
た
フ
」（
ハ
・
下
二
段
）
と
読
め
る
か
ど
う
か
の
問
題
で
あ
る
。
文
中
の
よ
う
に
、「
こ
た
へ
て
曰い

は
く
」
と
い
う
形
に
な
っ
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

「
こ
た
フ
」
と
読
む
字
は
、「
答
・
応
・
対
」
な
ど
が
あ
る
が
、「
対
ふ
」
は
、
原
則
的
に
は
「
目
上
の
人
に
お
答
え
す
る
」
意
で
あ
る
。
正
解
は
3
「
こ
た
え
て
」。

イ
「
乃
」
は
、「
す
な
は
チ
」
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
二
〇
〇
七
年
度
本
試
に
読
み
の
問
題
、
二
〇
一
六
年
度
本
試
に
意
味
（
そ
こ
で
）
の
問
題
で
出
題
歴
が
あ

る
。「
す
な
は
チ
」
は
、
他
に
も
、「
輒
」
が
二
〇
〇
四
年
度
追
試
に
読
み
の
問
題
、「
即
」
が
二
〇
一
六
年
度
本
試
に
意
味
の
問
題
で
出
て
い
る
。

「
乃
」
の
最
も
基
本
的
な
意
味
は
、
二
〇
一
六
年
度
本
試
の
答
の
よ
う
に
「
そ
こ
で
」
で
あ
り
、
漢
和
辞
典
的
に
は
、
次
の
よ
う
な
訳
し
方
が
並
ん
で
い
る
。



1

そ
こ
で
。
そ
う
し
て
。（
順
接
）

2

そ
れ
な
の
に
。
か
え
っ
て
。（
逆
接
）

3

な
ん
と
。
意
外
に
も
。

4

わ
ず
か
に
。（
数
量
の
限
定
）

5

と
り
も
な
お
さ
ず
。（
強
意
）

ま
た
、
同
じ
く
「
す
な
は
チ
」
と
読
む
「
即
」
と
同
じ
く
、「
す
ぐ
に
」
と
い
う
意
味
に
な
る
こ
と
も
な
く
は
な
い
が
、「
乃
」
の
意
と
し
て
は
あ
ま
り
一
般
的
で
は
な
い
。

よ
っ
て
、
選
択
肢
を
見
て
み
る
と
、
ズ
バ
リ
こ
れ
だ
！
と
言
え
る
も
の
が
な
い
。
設
問
に
は
、「
こ
こ
で
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
」
を
選
べ
と
あ
る
の
で
、
文
脈
か

ら
考
え
れ
ば
、「
後
に
乃
ち
…
」
で
あ
る
か
ら
、「
後
に
な
っ
て
や●

っ●

と●

…
」
と
す
る
の
が
「
最
も
適
当
」
で
あ
ろ
う
。

「
後
に
な
っ
て
す●

ぐ●

に●

（
1
）」「
後
に
な
っ
て
い●

つ●

も●

（
2
）」
で
は
意
味
が
お
か
し
い
し
、
3
「
こ
と
ご
と
く
」
な
ら
「
尽
・
悉
・
畢
（
こ
と
ご
と
ク
）」、
5
「
く
わ
し

く
」
な
ら
「
具
（
つ
ぶ
さ
ニ
）」
で
あ
る
。
正
解
は
4
「
や
っ
と
」。

正
解

ア

29

3

イ

30

4

（
各
4
点
）
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問
2

傍
線
部
か
ら
読
み
取
る
筆
者
の
状
況
の
判
断
の
問
題

基
礎

傍
線
部
Ａ
「
奚
孝
義
之
勤
若
㆑

此
」
か
ら
読
み
取
れ
る
杜
甫
の
状
況
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
べ
。

傍
線
部
Ａ
「
奚な

ん

ぞ
孝
義
の
勤
む
る
こ
と
此か

く
の
ご
と
き
」
は
、
直
前
に
、（
注
4
）
が
つ
い
て
い
る
、「
豈あ

に
孝か

う

童ど
う

の
猶い

う

子し

な
る
か
（
＝
あ
な
た
は
あ
の
孝
童
さ
ん
の
甥
で
す
よ

ね
）」
が
あ
る
か
ら
、
甥
な
の
に
、「
ど
う
し
て
（
叔
母
さ
ん
に
あ
た
る
方
の
た
め
に
）
孝
を
尽
く
す
こ
と
が
こ
の
よ
う
で
あ
る
の
で
す
か
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

「
此
く
の
ご
と
き
（
＝
こ
の
よ
う
で
あ
る
）」
の
内
容
は
、
本
文
1
行
目
の
、「
服
を
斯こ

こ

に
制
し
（
注
2
＝
喪
に
服
し
）」、
徳
を
斯
に
紀
し
（
＝
徳
を
記
し
て
）、
石
に
斯
に
刻
む

（
注
3
＝
墓
誌
を
石
に
刻
む
）」
と
い
う
行
為
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
前
書
き
に
、「
幼
少
期
に
」「
育
て
て
も
ら
っ
て
い
た
」「
叔
母
の
死
を
悼
ん
だ
文
章
」
と
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
正
解
は
2
で
あ
る
。

1
は
、「
若
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
」
が
よ
け
い
で
あ
る
。

3
・
4
は
、
い
ず
れ
も
、
叔
母
に
「
孝
行
を
尽
く
せ
て
（
尽
く
し
て
）
い
な
い
」
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
間
違
い
で
あ
る
。

5
は
、「
正
義
感
が
強
い
の
で
」
が
本
文
に
な
い
。
ま
た
、
叔
母
は
亡
く
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、「
困
窮
し
た
叔
母
に
孝
行
を
尽
く
し
て
い
る
」
は
間
違
い
。

正
解

31

2

（
7
点
）

問
3

傍
線
部
の
理
由
説
明
の
問
題

基
礎

傍
線
部
Ｂ
「
非
㆓

敢
当
㆒㆑

是
也
」
は
、「
と
ん
で
も
な
い
こ
と
で
す
」
と
い
う
恐
れ
多
い
気
持
ち
を
示
す
表
現
で
あ
る
。
な
ぜ
杜
甫
が
こ
の
よ
う
に
語
る
の
か
、
そ
の
理
由

と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
べ
。

設
問
に
、
こ
の
傍
線
部
が
「
と
ん
で
も
な
い
こ
と
で
す
」
と
い
う
「
恐
れ
多
い
気
持
ち
を
示
す
表
現
」
で
あ
る
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
あ
る
人
の
、「（
あ
な
た
は
）
あ
の
孝
童

さ
ん
の
甥
で
す
よ
ね
。
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に
（
叔
母
さ
ん
の
た
め
に
）
孝
を
尽
く
さ
れ
る
の
で
す
か
」、
つ
ま
り
、「
そ
こ
ま
で
な
さ
ら
な
く
て
も
い
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

か
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
問
い
か
け
に
対
す
る
、「
と
ん
で
も
な
い
こ
と
で
す
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。

こ
の
傍
線
部
の
直
後
で
、
杜
甫
は
、「
亦
た
報●

を
為
す
な
り
」
と
言
っ
て
い
る
。「
報
」
は
、
当
然
こ
こ
で
は
、
自
分
を
育
て
て
く
れ
た
、
あ
る
い
は
、
こ
の
あ
と
に
紹
介
さ
れ

て
い
る
、
病
気
の
折
に
わ
が
子
よ
り
も
自
分
を
救
っ
て
く
れ
た
叔
母
の
「
恩
」
に
対
す
る
「
報
恩
。
報
謝
」
の
思
い
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
正
解
は
5
。

1
は
、「
孝
行
を
尽
く
し
た
と
い
う
自●

負●

」、「
よ
り
謙
虚
で
あ
り
た
い
」
が
キ
ズ
。
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2
は
、「
他●

者●

に
対
し
て
優
し
く
あ
り
た
い
」、「
ま
だ
そ
の
段
階
に
ま
で
達
し
て
い
な
い
と
意
識
」
が
キ
ズ
。

3
は
、「
生
前
の
叔
母
の
世
話
を
し
て
い
た
」
の
か
ど
う
か
は
、
本
文
で
は
判
断
で
き
な
い
。「
喪
に
服
す
る
こ
と
で●

し●

か●

」
も
キ
ズ
で
あ
る
。

4
は
、「
叔
父
だ
け
で
な
く
」
が
、
お
そ
ら
く
叔
父
も
亡
く
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
文
か
ら
は
判
断
で
き
な
い
。

5
以
外
の
選
択
肢
は
、
い
ず
れ
も
ほ
ぼ
全
体
が
間
違
っ
て
い
る
。

正
解

32

5

（
7
点
）

問
4

傍
線
部
の
書
き
下
し
文
（
読
み
方
）
と
解
釈
の
組
合
せ
問
題

標
準

傍
線
部
Ｃ
「
処
楹
之
東
南
隅
者
吉
」
の
書
き
下
し
文
と
そ
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
べ
。

返
り
点
の
付
け
方
と
書
き
下
し
文
の
組
合
せ
で
は
な
く
、
二
〇
一
八
年
度
と
同
じ
く
、
書
き
下
し
文
と
解
釈
の
組
合
せ
問
題
で
あ
っ
た
。

書
き
下
し
文
の
判
断
と
し
て
は
、
何
か
「
句
法
（
句
形
）」
の
ポ
イ
ン
ト
や
、
読
み
方
に
特
徴
の
あ
る
語
（
字
）
が
な
い
か
を
見
る
の
で
あ
る
が
、
傍
線
部
Ｃ
に
は
特
に
ポ
イ

ン
ト
が
な
い
。

と
す
る
と
、
解
釈
の
ほ
う
を
見
て
、
文
脈
に
あ
て
は
ま
る
も
の
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
。

「
女
巫
」
の
こ
の
言
葉
を
受
け
て
、
叔
母
は
、「
子
の
地
を
易か

へ
以
て
我
を
安
ん
ず
」、
つ
ま
り
、
自
分
の
子
の
寝
て
い
た
場
所
を
変
え
て
、
杜
甫
の
ほ
う
を
「
安
ん
じ
」
る
よ

う
に
し
て
く
れ
、
そ
の
結
果
、
次
の
問
5
の
傍
線
部
Ｄ
「
我
是こ

れ
を
用も

つ

て
存
し
、
而し

か

し
て
姑
の
子
卒し

ゆ
つ

す
（
＝
私
は
そ
の
た
め
に
生
き
て
お
り
、
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
叔
母
の

子
は
亡
く
な
っ
た
）」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
は
、「
運
気
が
よ
く
な
る
」
ほ
う
に
杜
甫
の
寝
場
所
を
移
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
寝
場
所
の
位
置
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
か
ら
、
正
解
は
3
「
柱
の
東
南
側
に
い

る
と
、
運
気
が
良
く
な
り
ま
す
」
が
適
当
で
あ
る
。

1
は
、「
柱
を
処
分
す
る
と
」
が
キ
ズ
。

2
は
、「
東
南
側
へ
向
か
っ
て
ゆ
く
と
」
が
キ
ズ
。

4
は
、「
柱
を
家
の
東
南
側
に
立
て
る
と
」
が
キ
ズ
。

5
は
、「
柱
に
手
を
加
え
て
」
が
キ
ズ
。
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正
解

33

3

（
6
点
）

問
5

傍
線
部
の
内
容
説
明
の
問
題

標
準

傍
線
部
Ｄ
「
我
用
㆑

是
存
、
而
姑
之
子
卒
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
べ
。

こ
の
傍
線
部
「
我
是
れ
を
用も

つ

て
存
し
、
而
し
て
姑
の
子
卒し

ゆ
つ

す
」
に
は
、
漢
文
学
習
上
、
た
い
へ
ん
重
要
な
語
が
あ
り
、
そ
れ
が
わ
か
っ
て
い
る
と
、
答
は
一
気
に
二
つ
に
絞
ら

れ
る
。

ポ
イ
ン
ト
に
な
る
語
は
「
卒
す
」
で
、
訓
よ
み
す
れ
ば
「
お
ハ
ル
（
ラ
・
四
段
）」「
お
フ
（
ハ
・
下
二
段
）」
で
、「
終
わ
る
」「
終
え
る
」
意
味
で
あ
る
が
、「
死
ぬ
」
意
に
も

用
い
、
そ
の
場
合
は
サ
変
動
詞
「
し
ゆ
つ
ス
」
と
読
む
こ
と
が
多
い
。

こ
の
知
識
が
あ
れ
ば
、
答
は
1
か
5
で
あ
る
。「
我
（
杜
甫
）」
は
「
存
」
し
、「
姑
の
子
」
は
「
卒
」
し
た
と
い
う
対
比
か
ら
考
え
て
も
、「
自
分
」
は
「
助
か
り
」、「
姑
の

子
」
は
「
死
ん
だ
」
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

1
は
、「
女
巫
の
お
祓は

ら

い
を
受
け
た
こ
と
で
元
気
を
取
り
戻
し
た
」
が
間
違
い
。
女
巫
は
お
祓
い
な
ど
し
て
い
な
い
。

よ
っ
て
、
正
解
は
5
で
あ
る
。

2
・
3
・
4
は
、「
叔
母
の
子
」
が
亡
く
な
っ
て
い
な
い
点
で
間
違
い
で
あ
る
が
、
2
は
前
半
は
正
し
い
。
3
は
「
叔
母
の
お
か
げ
で
気
持
ち
が
落
ち
着
い
た
」、
4
は
「
叔

母
が
優
し
く
看
病
し
て
く
れ
た
」
に
も
キ
ズ
が
あ
る
。

正
解

34

5

（
7
点
）

問
6

傍
線
部
の
内
容
説
明
の
問
題

応
用

傍
線
部
Ｅ
「
県
君
有
㆑

焉
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
べ
。

選
択
肢
を
見
る
と
、
冒
頭
の
「
叔
母
は
魯
の
義
姑
の
よ
う
に
」
と
、
末
尾
の
「
義
と
呼
べ
る
と
い
う
こ
と
」
は
共
通
し
て
い
る
。
と
す
る
と
、
要
は
、「
魯
の
義
姑
」
の
行
動

と
、「
叔
母
」
の
杜
甫
に
対
し
て
と
っ
た
行
動
と
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
が
書
か
れ
て
い
る
、
選
択
肢
の
中
間
部
を
考
え
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。

「
魯
の
義
姑
」
に
つ
い
て
は
、
詳
し
い
（
注
9
）
が
つ
い
て
お
り
、「
自
分
の
子
を
抱
き
、
兄
の
子
の
手
を
引
い
て
い
た
際
に
、『
暴
害
（
注
10
＝
暴
徒
）』
と
遭
遇
し
た
」
と
あ
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る
。
で
、
そ
の
状
況
に
な
っ
た
時
、「
其
の
携
へ
る
所
を
抱
き
、
其
の
抱
く
所
を
棄
て
、
以
て
私
愛
を
割た

（
＝
手
を
引
い
て
い
た
兄
の
子
を
抱
き
、
抱
い
て
い
た
自
分
の
子
を
捨

て
て
、
私
情
を
絶
）」
っ
た
の
で
あ
る
。
詳
し
い
な
り
ゆ
き
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
自
分
の
子
は
暴
徒
の
手
に
か
か
っ
て
殺
さ
れ
、
兄
の
子
は
抱
い
て
逃
げ
て
助
か
っ
た
、
と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
杜
甫
の
「
叔
母
」
の
、
自
分
の
子
の
寝
て
い
た
場
所
を
変
え
て
、
運
気
が
よ
く
な
る
方
に
兄
の
子
で
あ
る
杜
甫
を
寝
か
せ
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
杜
甫
は
命
を
拾
っ

た
が
、
叔
母
の
子
は
亡
く
な
っ
た
、
と
い
う
状
況
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
正
解
は
2
。

1
・
4
・
5
は
、
選
択
肢
の
中
間
部
分
が
、
い
ず
れ
も
大
き
な
キ
ズ
で
あ
る
。

3
の
「
い
つ
も
甥
の
杜
甫
を
実
子
と
同
様
に
愛
し
た
」
は
、
ふ
だ
ん
は
そ
の
よ
う
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
て
微
妙
で
あ
る
が
、
よ
り
正
確
に
言
う
な
ら
、「
義
を
重
ん

じ
て
実
子
以
上
に
甥
の
杜
甫
を
大
切
に
し
た
」
と
い
う
の
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。

正
解

35

2

（
7
点
）

問
7

傍
線
部
の
内
容
説
明
、
及
び
筆
者
の
趣
意
の
判
断
の
問
題

応
用

傍
線
部
Ｆ
「
銘
而
不
㆑

韻
、
蓋
情
至
無
㆑

文
」
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
べ
。

「
銘
し
て
韻
せ
ず
」
は
、
各
選
択
肢
に
共
通
し
て
い
る
、「
韻
を
踏
ま
な
い
銘
を
記
し
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
各
選
択
肢
の
そ
の
あ
と
の
内
容
が
、「
蓋
し
情
至
れ
ば
文
無

し
」
に
相
当
す
る
。

そ
の
前
に
、
各
選
択
肢
冒
頭
の
、
叔
母
に
つ
い
て
の
表
現
を
見
る
と
、

1
「
慎
み
深
か
っ
た
叔
母
」

2
「
毅
然
と
し
て
い
た
叔
母
」

3
「
徳
の
高
か
っ
た
叔
母
」

4
「
恩
人
で
あ
っ
た
叔
母
」

5
「
た
く
さ
ん
の
善
行
を
の
こ
し
た
叔
母
」

と
な
っ
て
い
る
。
4
は
当
然
正
し
い
と
し
て
、
3
も
1
行
目
の
「
徳●

を
斯
に
紀
し
」
か
ら
み
て
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
1
や
2
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
、
本

文
か
ら
は
判
断
で
き
な
い
し
、
5
の
「
た
く
さ
ん
の
善
行
」
も
具
体
的
に
は
本
文
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
。
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文
に
「
韻
」
を
踏
ま
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
散
文
で
な
く
韻
文
に
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
文
の
ひ
び
き
を
そ
ろ
え
、
文
を
美
し
く
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
「
文
無
し
」

の
「
文
」
で
、「
か
ざ
り
。
い
ろ
ど
り
。
外
面
的
修
飾
」
の
意
を
表
し
て
い
る
。（
注
13
）
の
「
通
常
は
修
辞
と
し
て
韻
を
踏
む
」
の
「
修
辞
」
が
こ
れ
に
あ
た
る
。「
情
至
れ
ば

文
無
し
」
と
は
、「
真
情
が
十
分
に
極
ま
れ
ば
、
飾
り
は
い
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
正
解
は
3
。「
そ
れ
は
自
分
を
大
切
に
養
育
し
て
く
れ
た
叔
母
の
死
を
偲
び
」
も
、
本
文
全
体
の
趣
意
に
合
致
し
て
い
る
。

1
は
、「
人
知
れ
ず
善
行
を
積
ん
で
い
た
叔
母
の
心
情
に
背
く
」
が
キ
ズ
。

2
は
、「
取
り
乱
し
が
ち
な
自
分
の
感
情
を
覆
い
隠
し
」
が
キ
ズ
。

4
は
、「
恩
返
し
で
き
な
か
っ
た
後
悔
の
念
」、「
こ
と
ば
が
見
つ
か
ら
ず
」、「
巧
み
な
韻
文
に
整
え
ら
れ
な
か
っ
た
」
が
キ
ズ
。

5
は
、「
長
文
に
な
る
の
で
」「
で
き
る
だ
け
短
く
し
た
」
が
キ
ズ
で
あ
る
。

正
解

36

3

（
8
点
）
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