
− 1 −

　
　

二
〇
一
二
年
度
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験　

解
説
〈
古
典
〉

第
3
問　

古
文　
　

只た
だ

野の

真ま

葛く
ず

『
真ま

葛く
ず

が
は
ら
』

［
出　

典
］

　
『
真
葛
が
は
ら
』
は
、
江
戸
時
代
後
期
（
文
化
十
三
年
・
一
八
一
七
年
）
に
、
只
野
真
葛
と
い
う
女
性
が
そ
れ
ま
で
書
き
た
め
て
い
た
随
想
・
紀
行
・
説
話
な
ど
を
ま
と
め
た
著
作

集
で
あ
る
。
仙
台
藩
江
戸
屋
敷
の
藩
医
工
藤
平
助
の
娘
と
し
て
生
ま
れ
た
真
葛
（
工
藤
あ
や
子
）
は
、
父
を
は
じ
め
と
す
る
家
族
が
高
い
教
養
を
も
つ
人
々
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
父
親

の
知
己
で
あ
る
大
名
・
経
世
論
者
・
蘭
学
者
・
国
学
者
・
通
訳
・
役
者
な
ど
多
方
面
の
人
々
と
の
関
わ
り
も
あ
っ
て
、
文
化
的
に
豊
か
な
環
境
の
中
で
成
長
し
た
。
真
葛
は
仙
台
藩
江

戸
屋
敷
な
ど
に
奉
公
し
た
後
、
三
十
五
歳
で
只
野
氏
（
こ
の
人
も
漢
詩
や
謡
曲
な
ど
を
た
し
な
む
人
で
あ
っ
た
）
に
嫁
し
て
仙
台
へ
下
り
、
仙
台
周
辺
の
旅
の
紀
行
や
耳
に
し
た
説
話

を
書
き
留
め
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
後
、
父
・
弟
・
夫
が
亡
く
な
り
、
自
身
も
五
十
歳
に
達
す
る
と
、
亡
き
夫
が
残
し
た
「
聞
き
伝
へ
し
こ
と
の
昔
語
り
を
書
き
留
め
よ
」
と
い
う
言

葉
も
あ
っ
て
、『
真
葛
が
は
ら
』
を
ま
と
め
、
著
述
に
精
力
的
に
な
っ
た
。
真
葛
は
そ
の
後
書
き
上
げ
た
『
独ひ

と
り

考
か
ん
が
へ

』
を
通
し
て
、
当
代
随
一
の
作
家
と
言
え
る
滝た

き

沢ざ
わ

（
曲き

よ
く

亭て
い

）
馬ば

琴き
ん

と
も
親
交
を
持
つ
こ
と
に
な
り
、
作
家
・
学
者
と
し
て
徐
々
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
近
年
、
近
世
女
性
作
家
の
発
掘
と
研
究
が
盛
ん
に
な
る
中
、
最
も
注
目
さ
れ
る

作
家
の
一
人
で
あ
る
。

　

な
お
、『
真
葛
が
は
ら
』
は
、
二
〇
一
一
年
一
〇
月
に
実
施
さ
れ
た
、
東
進
の
第
五
回
セ
ン
タ
ー
試
験
本
番
レ
ベ
ル
模
試
で
出
題
さ
れ
て
い
る
。

［
通　

釈
］

　

こ
の
陸
奥
の
国
の
繁
華
な
地
域
に
程
近
い
、
中
田
と
い
う
所
に
住
む
人
が
い
た
。
代
々
鷹
を
飼
う
こ
と
を
生
業
と
し
な
が
ら
、
身
分
は
賤
し
い
も
の
の
、
志
が
あ
っ
て
、
昔
の
風
俗

に
心
ひ
か
れ
、
い
ろ
い
ろ
と
学
び
た
い
と
思
う
中
で
、
字
を
書
く
こ
と
［
＝
書
道
］
を
、
特
に
好
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
印
刷
本
で
伝
わ
っ
て
い
る
書
の
ほ
か
、
師
と
す
る
人
も
い
な

い
山
奥
で
、（
学
び
よ
う
も
な
く
）
む
な
し
く
暗
い
気
持
ち
で
過
ご
す
よ
り
は
、
京
の
大
都
に
上
っ
て
、
高
雅
な
筆
づ
か
い
を
も
は
っ
き
り
と
見
き
わ
め
た
い
と
、
突
然
に
心
を
奮
い

立
て
て
、
岩
や
黒
土
を
踏
み
分
け
、
文
化
四
年
と
い
う
年
の
三
月
頃
、（
京
都
に
）
上
っ
た
が
、
世
事
に
疎
い
田
舎
者
［
＝
鷹
飼
い
］
が
想
像
し
て
い
た
の
と
は
違
っ
て
、
高
貴
な
皇

族
の
中
に
、
こ
う
だ
［
＝
書
を
伝
授
し
て
ほ
し
い
］
と
頼
ん
で
近
づ
け
る
よ
う
な
手
が
か
り
も
な
く
、（
自
分
の
よ
う
な
）
極
め
て
賤
し
い
身
分
の
者
に
は
、（
書
道
の
）
御
秘
伝
が
授

け
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
と
聞
い
て
、
勇
み
立
っ
て
い
た
気
持
ち
も
萎
え
て
落
胆
し
た
が
、（
か
と
い
っ
て
）
こ
の
先
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
も
思
い
つ
か
ず
、（
都
の
高
貴
な
方
に
教
え
を
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乞
お
う
な
ど
と
）
身
分
不
相
応
に
思
い
立
っ
た
こ
と
を
思
う
と
、
井
戸
に
住
む
鮒
が
大
海
原
に
泳
ぎ
出
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。（
ま
た
）
こ
の
よ
う
に
し
て
（
何
一
つ
成
し

遂
げ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
）
む
な
し
く
（
陸
奥
に
）
帰
る
よ
う
な
こ
と
を
思
う
と
、
雷
さ
ま
の
側
に
い
る
獣
が
、（
乗
っ
て
い
た
）
雲
に
お
い
て
き
ぼ
り
に
さ
れ
た
の
も
同
然
で
あ
る
。

実
に
き
ま
り
が
悪
い
と
気
落
ち
し
な
が
ら
、（
都
の
）
名
所
な
ど
を
見
て
回
っ
て
（
宿
に
）
籠
も
っ
て
い
た
。

　

そ
も
そ
も
そ
の
鷹
飼
い
は
、
石
井
了
陸
と
い
う
人
の
も
と
に
泊
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
家
に
、
思
い
が
け
な
い
折
々
に
持
明
院
の
宮
に
仕
え
る
人
が
集
ま
っ
て
来
て
、
酒
を
飲
み
、
話

な
ど
を
す
る
時
に
、「
こ
の
田
舎
の
人
［
＝
鷹
飼
い
］
は
、
こ
う
こ
う
こ
の
よ
う
な
志
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
は
る
ば
る
（
都
へ
と
）
上
っ
て
参
り
ま
し
た
が
、
志
を
遂
げ
ず
に
帰
る
よ

う
な
こ
と
を
、
た
い
そ
う
嘆
い
て
お
り
ま
す
」
と
、
主
人
［
＝
石
井
了
陸
］
が
語
り
出
し
た
の
を
、
そ
の
宮
家
に
仕
え
る
人
が
こ
ま
ご
ま
と
聞
い
て
、「
た
い
そ
う
気
の
毒
な
こ
と
で

あ
っ
た
な
あ
。
普
通
な
ら
か
な
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
志
の
深
さ
は
、
身
分
が
高
い
も
低
い
も
関
係
の
な
い
も
の
だ
。
私
が
う
ま
く
い
く
よ
う
に
お
引
き
受
け
し
よ

う
」
と
、
請
け
合
っ
て
下
さ
っ
た
の
で
、（
鷹
飼
い
は
）
た
と
え
よ
う
も
な
い
ほ
ど
に
喜
ん
だ
。（
そ
の
後
、）
こ
の
人
［
＝
宮
家
に
仕
え
る
人
］
の
は
か
ら
い
に
よ
っ
て
、
畏
れ
多
い

高
貴
な
方
の
御
前
な
ど
に
参
上
す
る
こ
と
も
お
許
し
が
出
て
、
入
木
と
い
う
書
法
を
（
高
貴
な
お
方
が
）
御
み
ず
か
ら
伝
え
て
下
さ
り
な
ど
し
て
、
か
ね
て
願
っ
て
い
た
以
上
に
成
果

を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、（
鷹
飼
い
は
）
身
に
余
る
光
栄
だ
と
思
っ
た
。（
そ
の
よ
う
に
思
っ
て
鷹
飼
い
が
）
陸
奥
の
田
舎
に
下
る
折
、
例
の
宮
家
に
仕
え
る
人
が
、
こ
の
人

［
＝
鷹
飼
い
］
の
ま
た
と
な
い
ほ
ど
の
志
を
お
褒
め
に
な
っ
て
、
琴
を
贈
っ
て
下
さ
っ
た
が
、
弦
が
一
筋
［
＝
一
本
］
の
琴
で
あ
っ
た
。「
こ
の
琴
に
和
歌
を
添
え
よ
」
と
（
宮
家
に
仕

え
る
人
が
）
言
う
の
で
、（
鷹
飼
い
が
詠
ん
だ
歌
は
）

　
　
（
風
流
を
）
一
筋
に
思
う
心
は
美
し
い
琴
の
（
一
筋
の
）
弦
に
こ
と
寄
せ
つ
つ
弾
き
伝
え
ま
し
ょ
う
か
。

　
（
鷹
飼
い
は
）
家
な
ど
も
、
も
と
も
と
こ
と
さ
ら
広
く
き
れ
い
に
作
っ
て
、
周
り
に
は
松
を
ぐ
る
り
と
植
え
て
、
移
り
ゆ
く
月
日
ご
と
に
賞
美
し
て
い
た
が
、
こ
の
た
び
お
上
か
ら

蝦
夷
［
＝
北
海
道
］
の
千
島
に
防
守
［
＝
防
衛
兵
］
を
お
置
き
に
な
る
と
い
う
通
達
が
あ
り
、
真
っ
先
に
こ
の
陸
奥
の
国
か
ら
も
（
兵
を
）
お
出
し
に
な
る
た
め
に
、（
そ
の
鷹
飼
い

が
）
そ
の
員
数
の
一
人
に
指
名
さ
れ
て
、（
蝦
夷
へ
と
）
出
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。（
鷹
飼
い
は
）「（
千
島
へ
）
行
っ
て
帰
っ
て
来
る
ま
で
、
そ
の
よ
う
な
広
い
家
に
女
子
供
だ
け
を

置
い
て
お
い
た
の
で
は
（
家
を
）
守
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
思
っ
て
、
家
を
売
り
、
女
子
供
は
人
の
も
と
へ
預
け
て
出
か
け
た
。
そ
の
（
折
の
鷹
飼
い
の
）
気
持
ち
に
な
り
代
わ
っ

て
（
私
が
詠
ん
だ
歌
は
）、

　
　
（
お
上
の
仕
事
だ
と
思
え
ば
）
家
を
出
て
行
く
甲
斐
も
あ
る
と
思
っ
た
が
、（
帰
る
）
家
も
な
く
な
っ
て
出
か
け
る
の
だ
か
ら
何
の
甲
斐
も
な
い
。

　
　
（
両
目
か
ら
）
二
筋
に
落
ち
る
涙
も
（
例
の
）
一
筋
の
美
し
く
小
さ
な
琴
に
流
し
た
の
だ
な
あ
。

　

そ
の
琴
は
、
昔
在
原
行
平
中
納
言
が
、
流
刑
に
処
せ
ら
れ
て
須
磨
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
時
、
庇
［
＝
小
屋
根
］
の
杉
を
風
が
吹
き
落
と
し
た
が
、
そ
の
形
が
面
白
か
っ
た
の
で
、
く

し
げ
の
箱
に
入
っ
て
い
た
元
結
の
糸
を
一
本
引
き
渡
し
て
、
奏
で
な
さ
っ
た
こ
と
か
ら
伝
え
始
ま
っ
て
、
今
も
伝
わ
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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解
﹇
　

﹈
説

問
　

。
題
問
の
釈
解
の
句
語

　

。
る
あ
が
要
必
く
解
て
見
も
略
脈
の
後
前
や
方
れ
ら
て
当
の
字
漢
、
く
な
で
け
だ
識
知
の
法
文
・
語
単
修
必

　

準
標

　

。
る
れ
さ
け
分
語
単
と
」
や
ば
／
め
ら
き
あ
／
見
／
も
／
を
／
り
ぶ
手
／
き
高
「

　

、
は
の
い
た
し
眼
着
ず
ま

」
や
ば
「
詞
助
終
の
望
願

①
と
⑤

。
る
れ
ら
絞
に

「、
は
の
る
な
に
ト
ン
イ
ポ
に
次

め
ら
き
あ
見

て

は
解
正

⑤
。

　

準
標

　

。
る
れ
さ
け
分
語
単
と
」
つ
つ
／
し
屈
ひ
思
／
と
／
り
な
た
し
は
／
と
い
「

　

は
釈
解
の
」
と
い
「
の
頭
冒

①

⑤

Ｏ
て
べ
す
で
ま

Ｋ

「
は
の
る
な
と
ト
ン
イ
ポ、
ら
か
る
あ
で

り
な
た
し
は

「
詞
容
形
は
れ
こ、
が
る
あ
で
詞
容
形
う
い
と
」）
り
な
端
（

は

し
な
た
し

②
・
④
・
⑤

「
は
の
る
な
と
ト
ン
イ
ポ
に
次
。
る
れ
ら
絞
に

思

し
屈
ひ

当
が
字
の
」
屈
「
じ
同
、
て
え
考
ら
か
と
こ
る
あ
で
意
の
等
」
る
い
め
が
気
・
る
け
じ
く
「
が
」
る
す
屈
「
語
代
現
、
や
」）
ず
ん
く
（
ず
屈
「
は
れ
こ
、
が
る
あ
で
」

②

る
い
て
し
と
」
る
て
立
を
腹
「
や

⑤

気
「、
く
な
は
で

る
い
て
し
と
」
る
す
ち
落

④

解
正
が

。
る
あ
で

　

本
基

　

。
る
れ
さ
け
分
語
単
と
」
ば
／
れ
ぬ
／
り
な
／
事
／
て
／
え
こ
／
も
／
に
／
意
本
「

　

「
の
語
単
要
重
、
は
ト
ン
イ
ポ

意
本

②

、
が
る
か
わ
と

。
べ
選
を
の
も
な
当
適
て
し
と
釈
解
の
」
や
ば
め
ら
き
あ
見
も
を
り
ぶ
手
き
高
「

。
べ
選
を
の
も
な
当
適
て
し
と
釈
解
の
」
つ
つ
し
屈
ひ
思
と
り
な
た
し
は
と
い
「

。
べ
選
を
の
も
な
当
適
て
し
と
釈
解
の
」
ば
れ
ぬ
り
な
事
て
え
こ
も
に
意
本
「

未
然
形
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③
・
⑤
も
許
さ
れ
る
範
囲
の
訳
と
い
え
る
。
①
の
「
想
像
」
で
は
主
体
性
が
弱
い
。
④
の
「
思
い
つ
く
」
は
誤
り
。
も
う
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
は
「
事
な
り
」。
こ
れ
は
「
事
成
り
」

の
字
が
当
た
る
と
判
断
し
て
、「
事
が
成
就
す
る
」
の
意
と
考
え
た
い
。「
事
」
が
体
言
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
接
続
的
に
見
て
「
な
り
」
を
断
定
の
助
動
詞
と
考
え
た
受
験
生
も
い

る
か
と
思
う
が
、
断
定
（
だ
・
で
あ
る
）
で
は
文
意
が
通
ら
な
い
。
傍
線
部
ウ
の
直
前
に
、「
鷹
飼
い
は
入
木
と
い
う
書
法
を
高
貴
な
方
か
ら
直
接
伝
授
さ
れ
た
」
と
あ
る
か
ら
、

傍
線
部
ウ
が
「
願
っ
て
い
た
事
（
＝
都
で
書
道
を
学
び
た
い
と
い
う
願
い
）
が
成
就
し
た
」
の
意
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
文
脈
か
ら
見
て
ふ
さ
わ
し
い
。
こ
れ
に
最
も
近
い
の
は

②
の
「
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
か
ら
も
正
解
は
②
で
あ
る
こ
と
が
確
か
に
な
る
。

正
解　

ア　

20
　

⑤　
　

イ　

21
　

④　
　

ウ　

22
　

②　
　
（
各
5
点
）

問
2　

文
法
（「
れ
・
な
り
・
に
・
る
」
の
識
別
）
の
問
題
。　

基
本

　

選
択
肢
に
あ
る
意
味
か
ら
見
て
、
ａ
の
「
れ
」
は
助
動
詞
「
る
」（
ａ
の
「
れ
」
は
連
用
形
）
で
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
が
受
身
で
あ
る
か
尊
敬
で
あ
る
か
は
文
意
か
ら

判
断
す
る
し
か
な
い
。
本
文
を
読
み
進
め
る
と
、
直
前
の
「
う
け
が
は
（
＝
請
け
合
う
）」
の
主
語
が
「
宮
人
」
で
あ
り
、
こ
の
「
宮
人
」
の
動
作
に
は
、
Ａ
の
歌
の
前
の
行
に

「
め
で
給
ひ
て
、
琴
を
送
ら
れ
し
が
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
給
ひ
・
れ
」
の
よ
う
に
尊
敬
語
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
、
ａ
の
「
れ
」
も
尊
敬
で
あ
る
と
判
断
す
べ
き
だ
と
わ
か
る
。

し
か
し
こ
こ
は
や
や
面
倒
な
と
こ
ろ
な
の
で
、
早
く
解
こ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
ａ
は
ひ
と
ま
ず
置
い
て
お
い
て
、
ｂ
〜
ｄ
を
先
に
解
く
ほ
う
が
よ
い
。

　

ｂ
の
「
な
り
」
は
、
体
言
（
琴
）
に
接
続
し
て
い
る
の
で
、
断
定
の
助
動
詞
で
あ
る
。
伝
聞
・
推
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
は
、
主
に
終
止
形
に
接
続
（
ラ
変
型
活
用
語
に
は
連

体
形
に
接
続
）
し
、
体
言
に
は
接
続
し
な
い
。「
な
り
」
の
識
別
は
受
験
生
に
と
っ
て
必
修
で
あ
る
。

　

ｃ
の
「
に
」
は
、「
に
け
り
」
の
形
で
使
わ
れ
て
い
る
。「
に
」
の
識
別
も
受
験
生
に
と
っ
て
は
必
修
だ
が
、「
に
き
・
に
け
り
」
の
よ
う
に
直
後
に
過
去
の
助
動
詞
を
伴
っ
て

い
る
場
合
、「
に
」
は
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の
連
用
形
で
あ
る
。

　

ｄ
の
「
る
」
は
、
エ
段
の
音
に
接
続
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
サ
未
四
已
（
サ
変
の
未
然
・
四
段
の
已
然
に
）
接
続
を
す
る
存
続
・
完
了
の
助
動
詞
「
り
」
の
連
体
形
で

あ
る
こ
と
も
、
や
は
り
受
験
生
に
と
っ
て
は
必
修
事
項
で
あ
る
。
ｄ
の
直
前
の
「
給
へ
」
は
、
四
段
活
用
動
詞
「
給
ふ
」
の
已
然
形
で
あ
る
。「
給
ふ
」
は
尊
敬
語
の
場
合
に
は

四
段
活
用
で
「
給
は
／
給
ひ
／
給
ふ
／
給
ふ
／
給
へ
／
給
へ
」、
謙
譲
語
の
場
合
に
は
下
二
段
活
用
で
「
給
へ
／
給
へ
／
○
／
給
ふ
る
／
給
ふ
れ
／
○
」
と
活
用
す
る
。
ま
た
、

「
給
ふ
」
に
似
た
動
詞
に
「
給
は
る
」（
い
た
だ
く
）
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
四
段
活
用
で
「
給
は
ら
／
給
は
り
／
給
は
る
／
給
は
る
／
給
は
れ
／
給
は
れ
」
と
活
用
す
る
。
つ
ま

り
、「
給
ふ
る
」
や
「
給
は
る
」
が
一
語
と
い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
が
、「
給
へ
る
」
で
一
語
の
動
詞
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
ｂ
〜
ｄ
で
正
解
は
⑤
と
決
ま
り
、
文
意
か
ら
判
断
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
ａ
は
解
か
な
く
て
も
済
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。

波
線
部
ａ
〜
ｄ
の
文
法
的
説
明
の
組
合
せ
と
し
て
正
し
い
も
の
を
選
べ
。
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正
解　

23
　

⑤　
　
（
5
点
）

問
3　

内
容
説
明
の
問
題
。　

応
用

　

傍
線
部
Ｘ
は
「
行
く
先
／
を
／
よ
う
／
も
／
た
ど
ら
／
で
」
と
単
語
分
け
さ
れ
る
。

　
「
よ
う
」
は
「
良
し
」
の
連
用
形
「
良
く
」
の
ウ
音
便
化
し
た
も
の
、「
た
ど
ら
」
は
現
代
で
も
使
う
「
辿
る
」（
行
く
え
や
あ
り
か
を
探
し
求
め
る
）
の
未
然
形
、「
で
」
は

「
〜
し
な
い
で
」
と
訳
す
打
消
の
接
続
助
詞
で
あ
る
か
ら
、
傍
線
部
は
「
行
く
先
を
よ
く
も
さ
ぐ
ら
な
い
で
」
と
い
っ
た
意
味
に
な
る
。

　

こ
れ
は
、
都
に
出
た
鷹
飼
い
が
進
む
道
を
見
失
っ
て
途
方
に
暮
れ
て
い
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
鷹
飼
い
が
上
京
す
る
様
子
に
つ
い
て
は
、
傍
線
部
の
直
前
、

「
ゆ
く
り
な
く
思
ひ
お
こ
し
て
〜
は
や
り
か
な
り
し
心
も
し
な
へ
う
ら
ぶ
れ
つ
つ
」
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
箇
所
を
解
釈
し
て
み
よ
う
。「
ゆ
く
り
な
く
」
は
「
思
い
が
け

ず
・
突
然
」
の
意
の
形
容
詞
「
ゆ
く
り
な
し
」
の
連
用
形
、「
ま
ゐ
の
ぼ
れ
」
は
「
参
上
る
」
の
已
然
形
、「
わ
き
知
ら
」
は
「
分
き
知
る
」（
わ
か
る
）
の
未
然
形
、「
山
が
つ
」

は
「
木
こ
り
や
猟
師
な
ど
身
分
の
低
い
者
」
の
こ
と
で
こ
こ
で
は
鷹
飼
い
の
こ
と
、「
お
し
は
か
り
」
は
「
推
し
量
り
」（
推
量
）
の
こ
と
、「
た
が
ひ
」
は
「
違
ふ
」
の
連
用
形
、

「
宮
」
は
「
皇
族
・
皇
族
の
屋
敷
」、「
か
く
」
は
「
こ
う
・
こ
の
よ
う
に
」
の
意
の
副
詞
、「
た
づ
き
」
は
「
手
段
・
手
が
か
り
・
見
当
」
と
い
っ
た
意
味
の
名
詞
、「
至
れ
る
」

は
「
到
達
す
る
・
極
ま
る
」
等
の
意
の
動
詞
「
至
る
」
の
已
然
形
「
至
れ
」
に
存
続
・
完
了
の
助
動
詞
「
り
」
の
連
体
形
に
「
る
」
が
接
続
し
て
い
る
状
態
、「
い
や
し
き
」
は

「
み
す
ぼ
ら
し
い
・
身
分
が
低
い
・
不
思
議
だ
」
と
い
っ
た
意
味
の
形
容
詞
「
い
や
し
」
の
連
体
形
で
あ
る
。
ま
た
、「
御
伝
へ
」
は
前
後
の
文
意
か
ら
「
高
貴
な
人
か
ら
伝
授
さ

れ
る
書
道
の
秘
伝
」
の
こ
と
、「
は
や
り
か
な
り
」
は
現
代
語
の
「
心
が
は
や
る
」
な
ど
と
い
う
言
い
方
か
ら
「
気
持
ち
が
急
い
で
勇
み
立
つ
」
よ
う
な
感
じ
、「
し
な
へ
」
は
現

代
語
の
「
し
な
う
・
し
な
る
」
等
か
ら
「
柔
ら
か
く
曲
が
る
」
の
意
、「
う
ら
ぶ
れ
」
は
現
代
語
の
「
う
ら
ぶ
れ
る
」
と
同
様
に
「
し
ょ
ん
ぼ
り
す
る
・
落
ち
ぶ
れ
て
み
じ
め
な

様
子
に
な
る
」
の
意
だ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
推
測
し
た
い
。

　

よ
っ
て
、
傍
線
部
の
前
の
数
行
は
、「
突
然
に
心
を
奮
い
立
て
て
、
岩
や
黒
土
を
踏
み
分
け
、
文
化
四
年
と
い
う
年
の
三
月
頃
、
上
京
し
た
が
、
世
事
に
疎
い
田
舎
者
［
＝
鷹

飼
い
］
が
想
像
し
て
い
た
の
と
は
違
っ
て
、
高
貴
な
皇
族
の
中
に
、
こ
う
だ
［
＝
書
を
伝
授
し
て
ほ
し
い
］
と
頼
ん
で
近
づ
け
る
よ
う
な
手
が
か
り
も
な
く
、（
自
分
の
よ
う
な
）

極
め
て
賤
し
い
身
分
の
者
に
は
、（
書
道
の
）
御
秘
伝
が
授
け
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
と
聞
い
て
、
勇
み
立
っ
て
い
た
気
持
ち
も
萎
え
て
落
胆
し
た
」
と
い
っ
た
意
味
に
な
る
。
つ

ま
り
、
鷹
飼
い
は
と
り
あ
え
ず
都
に
行
け
ば
高
貴
な
人
か
ら
書
道
の
秘
伝
を
受
け
ら
れ
る
と
安
易
に
推
量
し
て
突
然
に
上
京
し
た
が
、
高
貴
な
人
と
知
り
合
う
つ
て
さ
え
な
く
途

方
に
暮
れ
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
内
容
を
踏
ま
え
て
選
択
肢
を
見
る
と
、
正
解
の
②
は
「
現
実
的
な
手
段
を
あ
ら
か
じ
め
検
討
せ
ず
に
」
は
本
文
の
「
お
し
は
か
り
と
は
た
が
ひ
て
」、「
突
然
思
い
切
っ

傍
線
部
Ｘ
「
行
く
先
を
よ
う
も
た
ど
ら
で
」
と
あ
る
が
、こ
の
部
分
か
ら
陸
奥
の
鷹
飼
い
の
ど
の
よ
う
な
一
面
が
読
み
取
れ
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。
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た
行
動
を
取
っ
て
し
ま
う
」
は
、
本
文
の
「
ゆ
く
り
な
く
思
ひ
お
こ
し
て
」
な
ど
か
ら
考
え
て
矛
盾
が
な
い
。

　

①
の
「
い
き
な
り
高
貴
な
宮
家
に
押
し
か
け
て
し
ま
う
」
は
、
本
文
に
そ
の
よ
う
な
事
実
が
書
か
れ
て
い
な
い
。
③
は
、
本
文
八
行
目
に
「
名
所
な
ど
見
め
ぐ
り
」
と
は
あ

る
も
の
の
、「
夢
を
あ
き
ら
め
」
て
「
都
見
物
に
興
じ
て
自
分
を
ご
ま
か
す
」
と
ま
で
は
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
誤
り
。
④
は
、
本
文
五
行
目
に
「
高
き
宮
の
う
ち
に
は
、
か
く

と
言
ひ
よ
ら
ん
た
づ
き
も
な
く
」
と
あ
る
も
の
の
、「
怖
じ
気
づ
い
て
し
ま
」
っ
た
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
誤
り
。
⑤
は
、「
あ
き
ら
め
の
悪
い
と
こ
ろ
が
あ
る
」
が
、
そ

も
そ
も
傍
線
部
Ｘ
が
表
す
「
途
方
に
暮
れ
て
」
困
っ
て
い
る
感
じ
と
は
ほ
ど
遠
い
。

　

正
解　
　
　
　
　

②　
　
（
7
点
）

問
4　

心
情
説
明
の
問
題
。　

標
準

　

傍
線
部
Ｙ
は
「
い
と
／
不
便
な
り
／
つ
る
／
こ
と
／
か
な
」
と
単
語
分
け
さ
れ
る
。

　
「
い
と
」
は
「
た
い
そ
う
・
と
て
も
」
の
意
の
副
詞
、「
不
便
な
り
」
は
「
不
都
合
だ
・
良
く
な
い
」、
ま
た
は
、「
気
の
毒
だ
」
と
訳
す
形
容
動
詞
「
不
便
な
り
」
の
連
用
形
、

「
つ
る
」
は
完
了
の
助
動
詞
「
つ
」
の
連
体
形
、「
か
な
」
は
詠
嘆
の
終
助
詞
で
あ
る
の
で
、
傍
線
部
Ｙ
は
「
た
い
そ
う
不
都
合
な
（
気
の
毒
な
）
こ
と
で
あ
っ
た
な
あ
」
と
い
う

意
味
に
な
る
。

　

人
の
心
情
を
問
う
問
題
で
は
、
そ
の
人
の
会
話
部
分
に
着
目
す
る
こ
と
が
重
要
で
、
傍
線
部
Ｙ
に
続
く
会
話
の
部
分
を
見
る
と
、
宮
人
は
「
普
通
な
ら
か
な
え
ら
れ
な
い
こ
と

で
は
あ
る
け
れ
ど
、
志
の
深
さ
は
、
身
分
が
高
い
も
低
い
も
関
係
の
な
い
も
の
だ
。
私
が
う
ま
く
い
く
よ
う
に
お
引
き
受
け
し
よ
う
」
と
言
っ
て
い
る
。「
お
し
な
べ
て
」
は
現

在
と
同
様
に
「
一
般
に
・
総
じ
て
・
す
べ
て
」
と
い
っ
た
意
味
、「
い
や
し
き
」
は
「
身
分
が
低
い
・
み
す
ぼ
ら
し
い
」
等
の
意
の
形
容
詞
「
い
や
し
」
の
連
体
形
で
、「
高
き
い

や
し
き
」
は
「（
身
分
の
）
高
き
者
い
や
し
き
者
」
の
意
、「
け
じ
め
」
は
現
在
と
同
様
に
「
区
別
・
隔
て
」
の
こ
と
で
あ
る
。「
こ
と
と
り
」
は
必
修
語
で
は
な
い
が
、
こ
の
宮

人
の
言
葉
を
聞
い
て
、
鷹
飼
い
が
「
う
れ
し
き
こ
と
た
と
へ
ん
も
の
な
し
」
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、「
こ
と
と
り
」
は
「
高
貴
な
人
へ
の
仲
介
を
引
き
受
け
る
」
と

い
っ
た
意
味
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
た
い
。「
事
取
る
」
の
字
を
当
て
れ
ば
、「
受
け
取
る
・
引
き
受
け
る
」
の
意
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
宮
人
は
鷹
飼
い
や
石
井
了
陸

に
対
し
て
不
快
を
感
じ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
そ
の
点
か
ら
見
て
、
②
「
も
ど
か
し
く
思
う
」、
③
「
当
惑
す
る
」、
⑤
「
煩
わ
し
く
思
う
」
は
誤
り
で
あ
る
こ
と

に
な
る
。

　

④
は
、
ま
ず
「
鷹
飼
い
か
ら
…
…
打
ち
明
け
ら
れ
た
」
と
あ
る
点
が
大
き
な
間
違
い
で
あ
る
。
宮
人
は
「
あ
る
じ
」
の
石
井
了
陸
が
言
っ
た
こ
と
を
聞
い
て
「
不
便
な
り
」

と
思
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
も
の
だ
」
も
、
な
ん
と
か
し
て
や
ろ
う
と
請
け
合
っ
て
い
る
宮
人
の
態
度
と
矛
盾
し
て
い
て
正
し
く
な
い
。
正
解
は
①

24

傍
線
部
Ｙ
「
い
と
不
便
な
り
つ
る
こ
と
か
な
」
と
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
に
は
宮
人
の
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。
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で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、「
あ
る
じ
」
の
話
し
た
内
容
と
矛
盾
が
な
く
、「
同
情
す
る
気
持
ち
」
も
、「
不
便
な
り
」
の
「
気
の
毒
だ
」
の
意
味
と
合
致
す
る
の
で
、
間
違
い
が
な
い
。

　

正
解　

25
　

①　
　
（
7
点
）

問
5　

和
歌
の
説
明
の
問
題
。　

標
準

　

　

ま
ず
、
Ａ
だ
が
、
鷹
飼
い
が
都
を
去
る
に
当
た
っ
て
宮
人
が
琴
を
贈
っ
て
「
こ
れ
に
歌
を
そ
へ
よ
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
歌
を
詠
ん
だ
の
は
鷹
飼
い
で
あ
る
。
鷹
飼
い

は
宮
人
に
対
し
て
「
こ
れ
に
歌
を
そ
へ
よ
」
と
命
ず
る
こ
と
の
で
き
る
立
場
に
は
な
い
。
よ
っ
て
、
①
は
歌
の
詠
者
を
宮
人
と
し
て
い
る
の
で
誤
り
。
ま
た
、
Ａ
の
歌
の
詠
者

が
鷹
飼
い
な
ら
ば
、「
ひ
き
や
伝
へ
む
（
ひ
き
伝
え
よ
う
か
）」
の
「
ひ
く
」
の
主
体
は
詠
者
本
人
で
あ
る
鷹
飼
い
で
あ
る
か
ら
、
②
が
い
う
よ
う
に
「
ひ
く
」
を
掛
詞
と
と
っ

て
、
宮
人
が
「
引
き
立
て
て
優
遇
す
る
」
と
い
う
意
味
に
と
る
こ
と
は
、「
ひ
く
」
の
主
体
が
違
っ
て
い
て
無
理
が
あ
る
。
し
か
も
、
宮
人
は
鷹
飼
い
を
「
引
き
立
て
」
た
わ
け

で
も
な
い
。

　

ま
た
、
Ｂ
と
Ｃ
だ
が
、
こ
れ
ら
は
直
前
に
「
そ
の
心
に
か
は
り
て
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
前
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
「
家
を
ば
売
り
、
女
子
は
人
の
も
と
に
預
け
て
行
く
」
人
、

つ
ま
り
、
鷹
飼
い
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、「
そ
の
心
」
と
は
「
旅
立
つ
折
の
鷹
飼
い
の
心
」
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
Ｂ
と
Ｃ
は
、
鷹
飼
い
に
代
わ
っ
て
誰
か

が
詠
ん
だ
歌
で
あ
り
、「
鷹
飼
い
が
妻
子
に
な
り
か
わ
っ
て
詠
ん
だ
」
と
す
る
⑤
は
誤
り
で
あ
る
。

　

Ｂ
の
歌
の
「
家
な
く
な
り
て
行
け
ば
か
ひ
な
し
」
は
「
家
が
な
く
な
っ
て
出
か
け
る
の
だ
か
ら
何
の
甲
斐
も
な
い
」
と
い
っ
た
意
味
で
、
こ
れ
は
、
帰
る
家
を
失
っ
た
こ
と
を

悲
し
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
③
が
言
う
よ
う
に
「
売
り
に
出
し
た
家
が
任
務
を
終
え
て
戻
っ
た
と
き
に
は
な
く
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
心
配
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
正
解
は
④
で
、
こ
れ
は
詠
者
の
説
明
が
正
し
く
、
歌
の
内
容
説
明
も
大
き
く
本
文
内
容
と
矛
盾
す
る
こ
と
が
な
い
。「
思
い
が
け
な
い
事
態
が
発
生
」
は
、
鷹
飼
い
が
蝦
夷

の
千
島
に
防
守
と
な
っ
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
を
い
う
。
和
歌
の
問
題
で
は
あ
る
が
、
詠
者
（
主
語
）
や
、
本
文
内
容
と
の
合
致
を
確
認
す
れ
ば
解
答
で
き
る
問
題

で
あ
る
。

　

正
解　

26
　

④　
　
（
8
点
）

問
6　

表
現
の
特
徴
と
内
容
に
関
す
る
説
明
の
問
題
。　

応
用

Ａ
〜
Ｃ
の
和
歌
に
関
す
る
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。
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①
は
、「
井
に
住
む
鮒
」
や
「
鳴
る
神
に
つ
く
獣
」
の
た
と
え
が
、
家
を
手
放
す
こ
と
と
は
無
関
係
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
を
関
係
づ
け
て
説
明
し
て
い
る
の
が
誤
り
。
文
章

全
体
を
「
滑
稽
・
笑
い
」
と
い
っ
た
表
現
で
説
明
し
て
い
る
点
も
正
確
で
は
な
い
。

　

②
は
、
ま
ず
「
石
井
了
陸
は
鷹
飼
い
を
『
田
舎
人
』
と
し
て
格
下
に
見
て
い
る
」
が
誤
り
。
石
井
了
陸
は
鷹
飼
い
を
助
け
て
や
っ
て
ほ
し
い
と
宮
人
に
相
談
し
て
い
る
の
も

同
然
で
、
鷹
飼
い
を
格
下
に
見
下
し
て
は
い
な
い
。
ま
た
、
鷹
飼
い
に
は
「
身
分
に
変
化
が
訪
れ
」
て
は
い
な
い
し
、「
立
身
出
世
を
と
げ
て
」
も
い
な
い
の
で
、
そ
れ
ら
の
説

明
も
正
し
く
な
い
。

　

④
は
、「
貴
族
社
会
に
積
極
的
に
溶
け
込
ん
で
い
く
」
が
誤
り
。
問
3
の
解
説
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
鷹
飼
い
は
高
貴
な
人
と
知
り
合
う
つ
て
さ
え
な
く
、
石
井
了
陸
の
お
か

げ
で
な
ん
と
か
宮
人
を
通
し
て
貴
人
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
経
緯
を
見
る
に
、「
貴
族
社
会
に
積
極
的
に
溶
け
込
ん
で
い
く
様
子
が
示
さ
れ
る
」
と
は

言
い
難
い
。

　

⑤
が
言
っ
て
い
る
「
学
ば
ま
く
欲
り
す
る
」「
踏
み
さ
く
み
て
」「
む
か
し
行
平
の
中
納
言
、
流
さ
れ
て
須
磨
に
お
は
せ
し
時
」
は
、
筆
者
が
引
用
し
て
い
る
表
現
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
筆
者
の
古
典
の
教
養
が
表
れ
て
い
る
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
が
、
鷹
飼
い
の
「
古
代
の
文
化
に
あ
こ
が
れ
る
」
性
格
が
表
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
誤
り
で
あ
る
。

　

正
解
は
③
で
、
こ
れ
は
、「
一
念
発
起
し
」
た
様
子
が
「
ゆ
く
り
な
く
思
ひ
お
こ
し
て
」
で
あ
り
、
一
度
は
「
し
な
へ
う
ら
ぶ
れ
」
て
落
胆
し
た
も
の
の
、
結
局
は
思
っ
た
以

上
の
成
果
を
上
げ
て
「
う
れ
し
」
と
な
っ
た
と
い
う
説
明
な
の
で
あ
る
か
ら
、
本
文
内
容
と
照
合
し
て
も
、
こ
こ
に
間
違
い
は
な
い
。
ま
た
、
本
文
後
半
に
は
、
鷹
飼
い
が
「
公

（
幕
府
）」
の
方
針
で
「
蝦
夷
が
千
島
」
と
い
う
「
辺
境
」
に
行
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
家
を
売
り
、
妻
子
と
別
れ
る
鷹
飼
い
の
心
情
は
全
く
書
か

れ
て
は
い
な
い
（
そ
の
悲
し
い
心
情
を
察
し
て
代
弁
し
て
い
る
の
が
筆
者
の
二
首
の
和
歌
な
の
で
あ
る
）。
よ
っ
て
、
こ
の
部
分
に
関
す
る
③
の
説
明
に
も
誤
り
は
な
い
。

　

な
お
、「
表
現
の
特
徴
」
の
問
題
で
は
、
①
「
人
生
の
機
微
が
伝
わ
る
」、
③
「
か
え
っ
て
現
実
の
厳
し
さ
が
際
立
ち
、
人
生
の
悲
哀
が
伝
わ
っ
て
く
る
」、
⑤
「
性
格
が
顕

著
に
示
さ
れ
・
印
象
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
」
等
、
読
者
が
受
け
る
印
象
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
は
検
討
す
る
必
要
が
な
い
と
考
え
て
ほ
し
い
。
読
者
が
ど

の
よ
う
に
感
じ
る
か
は
、
そ
の
読
者
次
第
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
あ
く
ま
で
も
、
選
択
肢
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
と
本
文
内
容
と
の
照
合
に

よ
っ
て
、
矛
盾
の
な
い
選
択
肢
を
正
解
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。

　

正
解　

27
　

③　
　
（
8
点
）

こ
の
文
章
の
表
現
の
特
徴
と
内
容
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。
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第
4
問　

漢
文　
　

孫そ
ん

宗そ
う

鑑か
ん

『
西せ
い

畬よ

瑣さ

録ろ
く

』

［
書
き
下
し
文
］

　

東と
う

坡ば

元げ
ん

豊ぽ
う

の
間か

ん

に
御ぎ

よ

史し

の
獄ご

く

に
繫つ

な

が
れ
、
黄く

わ
う

州し
う

に
謫た

く

せ
ら
る
。
元げ

ん

祐い
う

の
初は

じ

め
、
起お

こ
さ
れ
て
登と

う

州し
う

に
知ち

た
り
て
、
未い

ま

だ
幾

い
く
ば
く

な
ら
ず
し
て
、
礼れ

い

部ぶ

員ゐ
ん

外ぐ
わ
い

郎ら
う

を
以も

つ

て
召め

さ
る
。
道ど

う

中ち
ゆ
う

偶
た
ま
た
ま

当た
う

時じ

の
獄ご

く

官く
わ
ん

に
遇あ

ふ
に
、
甚は

な
は

だ
愧は

づ
る
色い

ろ

有あ

り
。
東と

う

坡ば

之こ
れ

に
戯た

は
む

れ
て
曰い

は
く
、「
蛇へ

び

有あ

り
て
螫か

み
て
人ひ

と

を
殺こ

ろ

し
、
冥め

い

官く
わ
ん

の
追つ

い

議ぎ

す
る
所と

こ
ろ

と
為な

り
、
法は

ふ

は
死し

に
当あ

た
る
。

蛇へ
び

前す
す

み
訴う

つ
た

へ
て
曰い

は
く
、『
誠ま

こ
と

に
罪つ

み

有あ

り
、
然し

か

れ
ど
も
亦ま

た
功こ

う

有あ

り
、
以も

つ

て
自み

づ
か

ら
贖あ

が
な

ふ
べ
し
』
と
。
冥め

い
く
わ
ん官

曰い

は
く
、『
何な

ん

の
功こ

う

な
る
か
』
と
。
蛇へ

び

曰い

は
く
、『
某

そ
れ
が
し

に
黄く

わ
う

有あ

り
、

病や
ま
ひ

を
治な

ほ

す
べ
し
、
活い

か
す
所と

こ
ろ

已す
で

に
数す

う

人に
ん

な
り
』
と
。
吏り

考か
う

験げ
ん

す
る
に
、
固も

と

よ
り
誣し

ひ
ざ
れ
ば
、
遂つ

ひ

に
免ま

ぬ
か

る
る
を
得う

。
良や

や

久ひ
さ

し
く
し
て
、
一い

ち

牛ぎ
う

を
牽ひ

き
て
至い

た

る
。
獄ご

く

吏り

曰い

は
く
、『
此こ

の
牛う

し

触つ

き
て
人ひ

と

を
殺こ

ろ

す
。
亦ま

た
死し

に
当あ

た
る
』
と
。
牛う

し

曰い

は
く
、『
我わ

れ

も
亦ま

た
黄く

わ
う

有あ

り
、
以も

つ

て
病や

ま
ひ

を
治な

ほ

す
べ
し
、
亦ま

た
数す

う

人に
ん

を
活い

か
す
』
と
。
良や

や

久ひ
さ

し
く
し
て
亦ま

た
免ま

ぬ
か

る
る
を
得う

。

獄ご
く

吏り

一い
ち

人に
ん

を
引ひ

き
て
至い

た

る
。
曰い

は
く
、『
此こ

の
人ひ

と

生い

く
る
と
き
常か

つ

て
人ひ

と

を
殺こ

ろ

す
も
、
幸さ

い
は

ひ
に
し
て
死し

を
免ま

ぬ
か

る
。
今い

ま

当ま
さ

に
命め

い

を
還か

へ

す
べ
し
』
と
。
其そ

の
人ひ

と

倉さ
う

皇く
わ
う

と
し
て
妄み

だ

り
に
亦ま

た

黄く
わ
う

有あ

り
と
言い

ふ
。
冥め

い

官く
わ
ん

大お
ほ

い
に
怒い

か

り
、
之こ

れ

を
詰な

じ

り
て
曰い

は
く
、『
蛇じ

や

黄く
わ
う

・
牛ぎ

う

黄く
わ
う

皆み
な

薬や
く

に
入い

る
こ
と
、
天て

ん

下か

の
共と

も

に
知し

る
所と

こ
ろ

な
り
。
汝な

ん
ぢ

は
人ひ

と

た
り
、
何な

ん

の
黄く

わ
う

か
之こ

れ
有あ

ら
ん
』

と
。
左さ

右い
う

交
こ
も
ご
も

訊と

ふ
に
、
其そ

の
人ひ

と

窘く
る

し
む
こ
と
甚は

な
は

だ
し
く
し
て
曰い

は
く
、『
某

そ
れ
が
し

に
は
別べ

つ

に
黄く

わ
う

無な

し
。
但た

だ
些い

さ
さ

か
の
慚ざ

ん

惶く
わ
う

有あ

る
の
み
』
と
」。

［
通　

釈
］

　

蘇
東
坡
は
、
元
豊
年
間
に
（
讒
言
に
あ
っ
て
捕
ら
え
ら
れ
て
）
御
史
台
に
投
獄
さ
れ
、
黄
州
に
流
さ
れ
た
。（
そ
の
後
）
元
祐
年
間
の
初
め
に
許
さ
れ
て
（
復
権
し
）
登
州
の
知
事

と
な
り
、
ま
も
な
く
召
し
出
さ
れ
て
礼
部
員
外
郎
と
な
っ
た
。（
都
に
戻
る
）
道
中
、
た
ま
た
ま
（
か
つ
て
自
分
を
取
り
調
べ
た
）
当
時
の
（
御
史
台
の
）
獄
官
に
出
会
っ
た
と
こ
ろ
、

（
獄
官
は
）
ひ
ど
く
恥
ず
か
し
そ
う
な
素
振
り
で
あ
っ
た
。
蘇
東
坡
は
戯
れ
に
彼
に
向
か
っ
て
言
っ
た
、「（
こ
こ
に
）
蛇
が
い
て
、
嚙
ん
で
人
を
殺
し
、
冥
界
の
裁
判
官
に
生
前
の
罪

を
裁
か
れ
て
、
死
罪
の
判
決
を
受
け
た
。（
そ
の
と
き
）
蛇
は
進
み
出
て
（
裁
判
官
に
）
訴
え
て
（
こ
う
）
言
っ
た
、『
た
し
か
に
（
人
を
殺
し
た
と
い
う
）
罪
は
あ
る
の
で
す
が
、
私

に
は
功
績
も
あ
っ
て
、
自
分
自
身
で
罪
を
償
う
こ
と
が
で
き
ま
す
』
と
。
冥
界
の
裁
判
官
は
言
っ
た
、『
何
の
功
績
が
あ
る
と
い
う
の
か
』
と
。
蛇
が
言
っ
た
、『
私
に
は
薬
効
が
あ

り
、
病
気
を
治
す
こ
と
が
で
き
、（
治
し
て
）
生
か
し
た
人
間
は
す
で
に
何
人
も
あ
り
ま
す
』
と
。
役
人
が
取
り
調
べ
た
と
こ
ろ
、
も
と
も
と
い
つ
わ
り
で
は
な
い
の
で
（
蛇
の
言
っ

た
と
お
り
で
あ
り
）、
結
局
罪
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、（
役
人
が
）
一
頭
の
牛
を
引
い
て
や
っ
て
き
た
。
牢
役
人
が
言
っ
た
、『
こ
の
牛
は
人
を
突
き
殺
し
ま
し

た
。（
よ
っ
て
）
こ
れ
も
ま
た
死
罪
に
あ
た
り
ま
す
』
と
。（
そ
こ
で
）
牛
が
言
う
に
は
、『
私
も
ま
た
薬
効
が
あ
り
、
病
気
を
治
す
こ
と
が
で
き
、（
蛇
と
）
同
様
に
何
人
か
（
治
し

て
）
生
か
し
ま
し
た
』
と
。
し
ば
ら
く
し
て
（
取
り
調
べ
た
結
果
、
こ
れ
も
）
ま
た
死
罪
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
だ
い
ぶ
経
っ
て
か
ら
、
牢
役
人
が
一
人
の
人
間
を
つ
れ
て
や
っ

て
来
た
。（
牢
役
人
が
）
言
う
に
は
、『
こ
の
人
間
は
生
前
か
つ
て
人
を
殺
し
ま
し
た
が
、
運
よ
く
死
罪
を
免
れ
ま
し
た
。（
で
す
か
ら
）
今
（
死
罪
に
処
し
て
）
命
を
さ
し
出
す
べ
き

か
と
思
い
ま
す
』
と
。
そ
の
人
は
あ
わ
て
て
苦
し
ま
ぎ
れ
に
（
自
分
に
も
）
ま
た
薬
効
が
あ
る
と
言
っ
た
。
冥
界
の
裁
判
官
は
た
い
そ
う
怒
っ
て
、
そ
の
人
を
責
め
と
が
め
て
言
っ
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た
、『
蛇
黄
や
牛
黄
が
い
ず
れ
も
薬
の
部
類
に
入
る
こ
と
は
、
世
間
で
は
誰
も
が
知
っ
て
い
る
。（
し
か
し
）
お
ま
え
は
人
間
で
あ
る
、
何
の
薬
効
が
あ
る
と
い
う
の
か
』
と
。（
裁
判

官
の
）
左
右
の
役
人
が
か
わ
る
が
わ
る
問
い
た
だ
す
と
、
そ
の
人
は
ひ
ど
く
苦
し
げ
に
言
っ
た
、『
私
に
は
別
に
何
の
コ
ウ

3

3

（
＝
薬
効
）
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
い
さ
さ
か
の
慚
コ
ウ

3

3

（
＝
恥
じ
て
恐
れ
入
る
気
持
ち
）
が
あ
る
ば
か
り
で
す
』」
と
。　
　

［
解　

説
］

問
1　

語
句
の
意
味
の
問
題
。　

⑴　

基
本　

⑵　

基
本

　

問
1
は
、
四
年
連
続
で
語
句
の
意
味
の
問
題
で
あ
っ
た
。
二
〇
〇
九
年
度
は
「
寧ね

い

歳さ
い

」
と
「
相
類
（
相あ

い

類る
い

す
）」、
二
〇
一
〇
年
度
は
「
動
（
や
や
も
す
れ
ば
）」
と
「
是ぜ

」、

二
〇
一
一
年
度
は
「
偏
廃
」
の
「
偏へ

ん

」
と
「
所ゆ

ゑ
ん以

」
で
あ
る
。

　

⑴
「
未
レ
幾
」
は
、
送
り
が
な
が
つ
い
て
い
な
い
の
で
、
読
め
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。「
未
」
が
再
読
文
字
「
い
ま
ダ
…
ず
」
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
問
題
は

「
幾
」
で
、
こ
れ
は
一
文
字
で
も
、
国
公
立
二
次
で
は
読
み
の
問
題
に
出
る
レ
ベ
ル
で
は
あ
る
が
、
よ
り
ふ
つ
う
に
は
「
幾
何
」
か
「
幾
許
」
で
「
い
く
ば
く
（
＝
ど
れ
ほ
ど
。

ど
れ
く
ら
い
）」
と
読
む
。「
い
く
ば
く
」
そ
の
も
の
は
活
用
し
な
い
か
ら
、
断
定
の
「
ナ
リ
」
を
つ
け
て
、「
い
ま
だ
い
く
ば
く
な
ら
ず
」、
さ
ら
に
下
に
続
け
る
た
め
に
接
続
助

詞
「
シ
テ
」
を
つ
け
て
、「
い
ま
だ
い
く
ば
く
な
ら
ず
し
て
」
と
読
む
こ
と
に
な
る
。
意
味
は
「
ま
だ
ど
れ
ほ
ど
も
な
く
し
て
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
正
解
は
⑤
の
「
ま

も
な
く
」
で
あ
る
。

　

⑵
「
交
」
は
、「
訊と

ふ
」
と
い
う
動
詞
を
修
飾
し
て
い
る
か
ら
副
詞
で
、「
こ
も
ご
も
」
と
読
む
。「
交
互
に
。
入
れ
か
わ
り
た
ち
か
わ
り
」
と
い
う
意
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
、

正
解
は
②
「
か
わ
る
が
わ
る
」
で
あ
る
。「
交
互
」
と
い
う
語
が
連
想
で
き
れ
ば
容
易
な
問
題
で
あ
る
。
③
の
「
立
て
続
け
に
」
と
か
、
④
の
「
手
を
替
え
品
を
替
え
」
で
は
、

異
な
る
者
が
「
交
互
に
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
は
微
妙
に
違
っ
て
い
る
。

　

正
解　

⑴　

2８
　

⑤　
　

⑵　

2９
　

②　
　
（
各
４
点
）

問
2　

返
り
点
の
付
け
方
と
書
き
下
し
文
の
組
合
せ
の
問
題
。　

標
準

　

　

こ
の
形
の
問
題
は
、
セ
ン
タ
ー
漢
文
で
は
頻
出
す
る
形
な
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
傍
線
部
に
返
り
点
が
な
い
形
で
い
ろ
い
ろ
な
読
み
方
の
選
択
肢
を
作
り
た
い
と
い
う
狙
い

傍
線
部
⑴
「
未
レ
幾
」・
⑵
「
交
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
選
べ
。

傍
線
部
A
「
有 

蛇 

螫 

殺 

人
、
為 

冥 

官 

所 

追 

議
、
法 

当 

死
」
の
返
り
点
の
付
け
方
と
書
き
下
し
文
と
の
組
合
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。
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で
あ
っ
て
、
返
り
点
の
付
け
方
が
正
し
い
か
ど
う
か
を
判
断
さ
せ
る
狙
い
は
ゼ
ロ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
返
り
点
は
読
み
方
ど
お
り
に
付
い
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る

こ
と
は
時
間
の
無
駄
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ポ
イ
ン
ト
は
、
書
き
下
し
文
と
、
そ
の
読
み
方
を
し
た
場
合
の
意
味
が
文
脈
に
あ
て
は
ま
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
も
大
事
な
の
が
、
傍
線
部
の
中
に
、
何
か
句
法

上
の
読
み
方
の
型
が
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
場
合
、
傍
線
部
の
中
間
あ
た
り
に
あ
る
、「
為
…
所
…
」
の
形
に
着
眼
し
た
い
。
こ
れ
は
、「
Ａ 

為
二
B 

所 

Ｃ
（
Ａ
Ｂ
の
C
す
る
所
と
為
る
）」
と
い
う
「
受
身
の
公
式
」

で
、「
Ａ
は
Ｂ
に
Ｃ
さ
れ
る
」
と
訳
す
、
型
に
は
ま
っ
た
表
現
で
あ
る
。
漢
文
の
場
合
、
こ
う
し
た
型
に
は
ま
っ
た
句
法
の
ポ
イ
ン
ト
を
、
知
識
と
し
て
持
っ
て
い
る
か
、
そ
れ

に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
か
が
、
得
点
力
の
大
き
な
分
れ
目
に
な
る
。

　
「
冥
官
」
と
「
追
議
」
に
は
（
注
）
が
つ
い
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、「
為 

冥 

官 

所 

追 

議
」
は
、「
為
三
冥 

官 

所
二
追 

議
一
」
と
返
り
点
が
つ
い
て
、「
冥
官
の
追
議
す
る
所
と

為
り
」
と
い
う
読
み
方
し
か
あ
り
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
わ
か
れ
ば
、
答
は
ズ
バ
リ
①
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
設
問
は
、「
為
…
所
…
」
の
受
身
の
公
式
に
気
が
つ

け
ば
イ
ッ
パ
ツ
で
答
が
出
る
レ
ベ
ル
の
問
題
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

意
味
も
、
①
は
、「
蛇
が
い
て
、
嚙
ん
で
人
を
殺
し
、
冥
界
の
裁
判
官
に
生
前
の
罪
を
裁
か
れ
、
判
決
は
死
罪
に
相
当
し
た
」
と
な
っ
て
、
ス
ム
ー
ス
で
あ
る
が
、
②
〜
⑤

は
い
ず
れ
も
、
ほ
と
ん
ど
ま
と
も
な
訳
文
に
な
ら
な
い
。

　

②
は
「
蛇
が
い
て
、
嚙
ん
で
人
を
殺
そ
う
と
し
て
、
冥
界
の
裁
判
官
に
生
前
の
罪
を
裁
く
こ
と
を
す
る
の
は
、
死
罪
に
相
当
す
る
の
に
従
う
」。
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
わ
か

ら
な
い
。

　

③
は
「
蛇
が
い
て
、
嚙
ま
れ
て
殺
さ
れ
た
人
は
、
冥
界
の
裁
判
官
に
な
っ
て
生
前
の
罪
を
裁
く
と
こ
ろ
は
、
死
罪
に
相
当
す
る
の
に
従
う
」。
？
？

　

④
は
「
蛇
が
嚙
む
こ
と
が
あ
れ
ば
殺
す
人
は
、
冥
界
の
裁
判
官
が
生
前
の
罪
を
裁
く
と
こ
ろ
の
た
め
に
、
死
罪
に
相
当
す
る
の
に
従
う
」。
？
？

　

⑤
は
「
蛇
が
い
て
、
嚙
ま
れ
て
殺
さ
れ
た
人
は
、
そ
の
た
め
に
冥
界
の
裁
判
官
が
生
前
の
罪
を
裁
く
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
判
決
は
死
罪
に
相
当
す
る
」。
？
？

　

正
解　

30
　

①　
　
（
6
点
）

問
3　

訓
点
の
あ
る
傍
線
部
の
解
釈
の
問
題
。　

基
本

　

　

返
り
点
も
送
り
が
な
も
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
書
き
下
せ
ば
、「
誠ま

こ
と

に
罪つ

み

有あ

り
、
然し

か

れ
ど
も
亦ま

た
功こ

う

有あ

り
、
以も

つ

て
自み

づ
か

ら
贖あ

が
な

ふ
べ
し
」
で
あ
る
。
と
く
に
難
解
な
語
は

な
く
、
句
法
上
の
ポ
イ
ン
ト
も
な
い
。

一レ

傍
線
部
Ｂ
「
誠 

有
レ
罪
、
然 

亦 

有
レ
功
、
可
二
以 

自 

贖
一
」
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。
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「
誠
に
罪
有
り
」
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
①
・
②
・
⑤
は
間
違
っ
て
い
な
い
。
③
の
「
結
局
は
」
も
微
妙
で
あ
る
が
、「
結
局
は
」
と
言
う
か
ら
に
は
、「
遂つ

ひ

に
」
な
ど
の
ほ

う
が
的
確
で
あ
ろ
う
。
④
の
「
も
し
〜
と
し
て
も
」
は
、
実
は
「
誠ま

こ
と

に
…
ば
」
あ
る
い
は
「
誠も

し
…
ば
」
と
読
ん
で
仮
定
条
件
に
な
る
用
法
が
「
誠
」
に
は
あ
る
か
ら
で
あ
ろ

う
が
、「
罪
有
ら
ば
」
と
読
ん
で
い
な
い
の
で
、
無
理
が
あ
る
。

　
「
然
れ
ど
も
亦
た
功
有
り
」 

の 

「
功
」
は
、 

こ
の
あ
と
、 

冥
官
に
「
何
の
功
な
る
か
」
と
問
わ
れ
て
蛇
が
答
え
て
い
る
内
容
か
ら
考
え
て
、 

①
の
「
仕
事
」、 

③
の
「
腕
前
」、 

④
の
「
功
名
」、
⑤
の
「
あ
な
た
の

3

3

3

3

功く

徳ど
く

」
は
い
ず
れ
も
間
違
い
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
②
の
、
蛇
自
身
の
「
功
績
」
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
正
解
は
②
に

な
る
。

　
「
以
て
自
ら
贖
ふ
べ
し
」
は
、
ま
ず
「
自
ら
」
は
「
み
づ
か
ら
」
で
あ
り
「
自お

の

づ
か
ら
」
の
意
に
と
っ
て
い
る
③
・
④
は
間
違
い
で
あ
る
。
⑤
も
「
私
の
」
と
な
っ
て
い
る

が
、「
自
ら
の3

」
で
は
な
い
の
で
間
違
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
贖
う
」
は
「
つ
ぐ
な
い
を
す
る
」
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
①
の
「
帳
消
し
」、 

③
の
「
埋
め
合
わ
す
」、
④ 

・ 

⑤
の
「
許

す
」
は
、
い
ず
れ
も
間
違
っ
て
い
る
。

　

正
解　

31
　

 

②　
　
（
6
点
）

問
4　

空
欄
補
充
お
よ
び
理
由
説
明
の
問
題
。　

ⅰ　

標
準　

ⅱ　

標
準

ⅰ　

空
欄
に
入
る
語
句
の
問
題
。

　

選
択
肢
に
は
送
り
が
な
が
省
か
れ
て
い
る
が
、
読
ん
で
、
意
味
を
考
え
て
み
る
と
、

　

①
「
免ま

ぬ
か

る
る
を
得う

」
＝
（
罪
を
）
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

②
「
還か

へ

ら
ず
」
＝
帰
っ
て
こ
な
か
っ
た
。

　

③
「
功こ

う

有あ

り
」
＝
功
績
が
あ
っ
た
。

　

④
「
死し

を
得う

」
＝
死
罪
を
受
け
た
。

　

⑤
「
病や

ま
ひ

を
治な

ほ

す
」
＝
病
気
を
治
し
た
。

の
よ
う
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
ⅱ
が
、
こ
の
ⅰ
を
ふ
ま
え
て
の
、「
蛇
と
牛
に
対
す
る
冥
官
の
判
決
理
由
」
を
問
う
質
問
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
ⅰ
の
空
欄
に
入
る
語
句
は
、
判
決
、

　
　

本
文
中
の
二
箇
所
の
空
欄 

Ｘ 

に
は
ど
ち
ら
も
同
じ
語
句
が
入
る
。
そ
の
語
句
を
ⅰ
の
う
ち
か
ら
選
べ
。
ま
た
、
ⅰ
の
解
答
を
ふ
ま
え
て
、
本
文
か
ら
読
み
取
れ
る
蛇

と
牛
に
対
す
る
冥
官
の
判
決
理
由
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
ⅱ
の
う
ち
か
ら
選
べ
。
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も
し
く
は
判
決
の
結
果
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
答
は
①
か
④
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
死
罪
を
免
れ
た
の
か
、
死
罪
に
な
っ
た
の
か
で
あ
る
。
③
の
「
功
有

り
」
や
、
⑤
の
「
病
を
治
す
」
は
、
蛇
や
牛
が
、
死
罪
を
免
れ
る
た
め
に
「
訴
」
え
て
い
る
内
容
で
あ
っ
て
、
判
決
と
す
る
の
は
お
か
し
い
。

　

蛇
の
訴
え
を
、「
吏
」
が
「
考
験
（
＝
取
り
調
べ
る
こ
と
）」
し
た
が
、「
固
よ
り
」
蛇
は
「
誣し

ひ
（
＝
い
つ
わ
っ
て
言
う
）
ざ
れ
ば
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
以
上
、蛇
の
（
牛
の
）

訴
え
は
そ
の
と
お
り
で
、
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
当
然
「
死
罪
を
免
れ
た
」
の
で
あ
る
。
正
解
は
①
。

　

②
の
「
還
ら
ず
」
も
、
④
の
「
死
を
得
」
の
結
果
の
よ
う
に
な
る
か
ら
間
違
い
で
あ
る
。

ⅱ　

判
決
理
由
の
説
明
の
問
題
。

　

蛇
や
牛
は
「
死
罪
を
免
れ
た
」
の
で
あ
る
か
ら
、
①
の
「
死
罪
と
す
る
」、
②
の
「
冥
官
に
留
め
置
き
罪
を
償
わ
せ
る
こ
と
と
す
る
」
は
消
去
す
る
。
③
の
「
人
の
病
気
を

治
す
こ
と
で
罪
を
償
わ
せ
る
こ
と
と
す
る
」
も
、
本
文
か
ら
は
そ
こ
ま
で
読
み
と
れ
な
い
し
、
③
は
「
将
来
は

3

3

3

人
の
命
を
救
う
可
能
性
は
残
っ
て
い
る
」
も
キ
ズ
で
あ
る
。

　

冥
官
が
蛇
や
牛
を
死
罪
に
し
な
か
っ
た
の
は
、「
某

そ
れ
が
し

に
黄く

わ
う

有
り
、
病や

ま
ひ

を
治
す
べ
し
、
活い

か
す
所
已す

で

に
数
人
な
り
」「
我
も
亦ま

た
黄
有
り
、
以
て
病
を
治
す
べ
し
、
亦ま

た
数
人

を
活い

か
す
」
と
い
う
訴
え
を
認
め
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
訴
え
の
内
容
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
は
④
で
あ
る
。

　

⑤
は
「
人
を
殺
し
て
き
た
と
い
う
の
は
誤
解
で
」「
善
行
を
積
ん
で
き
た
」
が
間
違
い
で
あ
る
。

　

正
解　

ⅰ　

32
　

①　
　

ⅱ　

 
33
　

④　
　
（
各
5
点
）

問
5　

傍
線
部
の
理
由
説
明
の
問
題
。　

標
準

　

冥
官
は
「
大
い
に
怒
」
っ
て
、「
之こ

れ

（
＝
そ
の
人
間
、
あ
る
い
は
そ
の
人
間
の
言
っ
た
こ
と
）
を
詰な

じ

」
っ
て
、
こ
う
言
っ
て
い
る
。「
蛇じ

や
く
わ
う黄
・
牛ぎ

う
く
わ
う黄
皆
薬
に
入い

る
こ
と
、
天
下

共
に
知
る
所
な
り
。（
こ
の
あ
と
は
、
次
の
問
6
な
の
で
あ
る
が
）
汝な

ん
ぢ

は
人
た
り
、
何な

ん

の
黄く

わ
う

か
之こ

れ
有
ら
ん
」、
つ
ま
り
、
人
間
に
は
、
蛇
や
牛
の
よ
う
な
「
黄
」
が
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
蛇
や
牛
が
死
罪
を
免
れ
た
の
に
な
ら
っ
て
「
黄
」
が
あ
る
と
言
っ
た
り
し
た
こ
と
を
、
詰
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
正
解
は
⑤
。

　

①
は
、
人
に
も
「
黄
」
が
あ
る
こ
と
を
「
理
路
整
然
と
説
明
さ
れ
、
獄
吏
の
言
葉
が
論
破
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
」
と
し
て
い
る
点
が
、
本
文
に
そ
ぐ
わ
な
い
。

　

②
は
、「
蛇
も
牛
も
人
も
み
な
」
が
「
体
内
に
『
黄
』
が
あ
る
の
を
良
い
こ
と
に
言
い
逃
れ
」
す
る
と
し
て
い
る
点
が
間
違
い
。
人
に
は
体
内
に
「
黄
」
は
な
い
の
だ
し
、
蛇

や
牛
は
単
純
な
「
言
い
逃
れ
」
で
は
な
い
。

　

③
は
、「
体
内
に
『
黄
』
が
欲
し
い
と
、
獄
吏
に
わ
が
ま
ま
ば
か
り
を
言
う
そ
の
人
」
が
間
違
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
本
文
に
な
い
。

　

④
は
、「
そ
の
人
は
『
黄
』
の
用
い
方
を
知
ら
ず
に
あ
い
ま
い
な
こ
と
を
言
っ
て
、
人
を
救
わ
ず
に
殺
し
て
ば
か
り
い
る
」
が
間
違
い
。
こ
れ
も
本
文
に
な
い
。

傍
線
部
Ｃ
「
冥 

官 

大 

怒
」
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。
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正
解　

34
　

⑤　
　
（
7
点
）

問
6　

返
り
点
の
付
い
た
傍
線
部
の
書
き
下
し
文
の
問
題
。　

標
準

　
　

問
2
の
、
返
り
点
と
書
き
下
し
文
の
組
合
せ
問
題
に
加
え
て
、
も
う
一
問
、
単
独
の
書
き
下
し
文
問
題
が
出
る
ケ
ー
ス
は
き
わ
め
て
珍
し
く
、
こ
の
一
問
分
で
、
全
体
が
問
7

ま
で
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
こ
れ
も
、
句
法
の
ポ
イ
ン
ト
に
気
が
つ
け
ば
イ
ッ
パ
ツ
で
正
答
が
出
る
問
題
で
あ
る
。

　
「
何 

Ａ 

之 

有
」
と
い
う
形
は
、「
何
の
Ａ
か
之
れ
有
ら
ん
」
と
読
み
、「
何
の
Ａ
が
あ
る
だ
ろ
う
か
、
い
や
何
の
Ａ
も
な
い
」
と
訳
す
、
反
語
の
型
で
あ
る
。
こ
れ
に
気
が
つ

か
な
い
と
選
択
肢
の
意
味
を
一
つ
一
つ
見
て
み
る
し
か
な
く
な
り
、
非
常
に
面
倒
な
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
気
が
つ
け
ば
答
は
③
し
か
な
い
こ
と
は
す
ぐ
に
わ
か
る
。
そ

こ
が
得
点
力
の
分
れ
目
で
あ
る
。

　
「
お
ま
え
は
人
間
で
あ
る
、
何
の
『
黄
』
が
あ
る
だ
ろ
う
か
、
い
や
何
の
『
黄
』
も
な
い
」
と
い
う
意
味
で
、
文
脈
に
も
ぴ
っ
た
り
あ
て
は
ま
る
。

　

ち
な
み
に
、「
為
レ
人
」
は
、
①
の
よ
う
に
「
人
と
為
り
」
と
呼
ん
で
、「
人
柄
・
性
格
」
と
い
う
意
味
に
な
る
重
要
単
語
の
こ
と
も
あ
る
が
、
①
は
、「
お
ま
え
の
性
格
は
、

ど
ち
ら
の
黄
が
あ
る
の
か
」
と
い
う
意
味
に
な
り
、
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
。

　

正
解　

35
　

③　
　
（
5
点
）

問
7　

内
容
と
表
現
上
の
特
色
に
関
す
る
説
明
の
問
題
。　

応
用

　

冒
頭
の
「
相
手
が
獄
官
で
あ
る
こ
と
か
ら
冥
界
で
の
裁
き
の
冗
談
を
語
っ
て
戯
れ
」
ま
で
は
、
す
べ
て
の
選
択
肢
が
共
通
し
て
い
る
。

　

次
の
部
分
に
は
、

　

①
・
②
・
④
が
「
黄
州
に
流
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
『
黄
』
を
用
い
た
話
に
し
て
い
る
」

　

③
・
⑤
が
「
判
決
の
際
に
使
わ
れ
た
『
当
』
と
い
う
語
を
多
用
し
た
話
に
し
て
い
る
」

の
3
対
2
の
配
分
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、「
黄
」
が
話
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
①
・
②
・
④
の
ほ
う
が
適
当
で
あ
ろ
う
。「
当
」
に
は
と
り
た
て
た
重
要
な

傍
線
部
Ｄ
「
汝 

為
レ
人
、
何 

黄 

之 

有
」
の
書
き
下
し
文
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
つ
選
べ
。

蘇
東
坡
が
獄
官
に
語
っ
た
話
の
内
容
と
表
現
上
の
特
色
に
関
す
る
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。
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意
味
は
な
い
。

　

③
は
、
こ
の
あ
と
の
、「『
当
』
と
い
う
重
々
し
い
裁
判
用
語

3

3

3

3

」
が
疑
問
で
あ
る
し
、「
蛇
と
牛
の
滑
稽
な

3

3

3

寓
話
」
も
お
か
し
い
。
⑤
は
、「『
功
』
と
い
う
語
を
笑
い
話
の
キ
ー

ワ
ー
ド
に
」
と
あ
る
が
、「
功
」
は
キ
ー
ワ
ー
ド
の
役
目
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

　

①
・
②
・
④
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
よ
う
。

　

①
は
、「
黄
」
に
近
い
音
の
「
当
」
を
用
い
る
こ
と
で
、「
獄
官
の
罪3

を
執
拗
に
追
及
す
る
気
迫
」
を
表
現
し
て
い
る
と
あ
る
が
、「
当
」
に
そ
の
よ
う
な
表
現
効
果
が
あ
る
と

は
考
え
に
く
い
し
、
蘇
東
坡
は
「
獄
官
の
罪
を
執
拗
に
追
及
」
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。「
戯
れ
て
」
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　

②
は
、「
黄
」
が
「
明
る
い
色
彩
の
語
」
で
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
が
、
そ
う
い
う
効
果
が
話
の
中
に
表
れ
て
い
る
印
象
は
薄
い
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
自
己
の
恨
み
の
気

持
ち
が
完
全
に

3

3

3

消
え
た
こ
と
を
が
獄
官
の
心
に
深
く
印
象
づ
け
る
」
と
い
う
の
も
、
や
や
違
う
感
が
あ
る
。
蘇
東
坡
は
、
む
ろ
ん
、
獄
官
を
強
く
恨
ん
で
も
い
な
い
の
で
あ
ろ
う

が
、
恨
み
の
気
持
ち
が
「
完
全
に
」
消
え
た
と
言
う
の
も
、「
完
全
に
」
は
首
肯
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

正
解
は
④
。
ど
こ
に
「
黄
」
が
あ
る
の
だ
と
追
及
さ
れ
て
、「
黄コ

ウ

」
は
あ
り
ま
せ
ん
、「
慚
惶コ

ウ

」
が
あ
る
だ
け
で
…
と
、
そ
の
男
が
言
っ
た
言
葉
に
、「
皮
肉
に
も
ユ
ー
モ
ア
を

込
め
」
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

正
解　

36
　

④　
　
（
8
点
）


