
二
〇
一
三
年
度
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験

解
説
︿
古
典
﹀

第
�
問

古
文

﹃
松
陰
中
納
言
物
語
﹄

﹇
出

典
﹈

﹃
松
陰
中
納
言
物
語
﹄
は
、
室
町
時
代
頃
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
擬
古
物
語
。
作
者
は
不
明
。
物
語
は
、
主
人
公
で
あ
る
松
陰
中
納
言
が
、
恋
敵
の
陰
謀
に
よ
っ
て
流
罪

に
な
る
も
の
の
、
そ
の
後
真
相
が
明
ら
か
に
な
っ
て
復
位
し
、
一
族
も
栄
え
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
今
回
試
験
に
出
さ
れ
た
部
分
は
、
主
人
公
松
陰
中
納
言
の
弟
で
あ
る
右
衛

門
督
の
恋
の
場
面
で
あ
る
。
近
年
の
セ
ン
タ
ー
試
験
の
古
文
の
問
題
は
、
中
世
・
近
世
︵
鎌
倉
～
江
戸
時
代
︶
の
小
説
類
︵
擬
古
物
語
・
御
伽
草
子
・
仮
名
草
子
な
ど
︶
か
ら
の
出
題

が
多
く
、
擬
古
物
語
に
分
類
さ
れ
る
と
言
え
る
作
品
だ
け
で
も
、
二
〇
一
〇
年
本
試
﹃
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
﹄
・
二
〇
〇
九
年
追
試
﹃
雲
隠
六
帖
﹄
・
二
〇
〇
七
年
本
試
﹃
兵
部
v
物

語
﹄
・
二
〇
〇
六
年
追
試
﹃
竺
志
船
物
語
﹄
・
二
〇
〇
五
年
国
語
Ⅰ
﹃
木
幡
の
時
雨
﹄
・
二
〇
〇
四
年
本
試
﹃
う
つ
せ
貝
﹄
・
二
〇
〇
四
年
追
試
﹃
し
ら
露
﹄
・
二
〇
〇
三
年
本
試
﹃
五

葉
﹄
・
二
〇
〇
二
年
国
語
Ⅰ
﹃
し
ぐ
れ
﹄
・
二
〇
〇
〇
年
追
試
﹃
風
に
つ
れ
な
き
﹄
・
一
九
九
七
年
本
試
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
な
ど
が
出
題
さ
れ
て
い
る
。

﹇
通

釈
﹈

︵
女
君
と
一
夜
を
過
ご
し
た
︶
そ
の
翌
朝
、
︵
右
衛
門
督
は
女
君
に
︶
御
手
紙
を
お
や
り
に
な
ろ
う
に
も
、
そ
の
手
立
て
が
お
あ
り
で
な
い
の
で
、
た
い
そ
う
気
を
も
ん
で
時
を
過
ご

し
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
と
こ
ろ
、
主
人
﹇
＝
下
総
守
﹈
が
参
上
な
さ
っ
て
、
﹁
昨
日
の
浦
風
は
、
あ
な
た
様
の
身
に
は
お
染
み
に
な
ら
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
﹇
＝
風
の
寒
さ
が
体
に

こ
た
え
な
か
っ
た
か
﹈
。
た
い
そ
う
気
が
か
り
で
﹂
と
申
し
上
げ
な
さ
る
の
で
、
︵
右
衛
門
督
は
︶
﹁
琴
の
音
﹇
＝
女
君
﹈
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
﹂
と
お
思
い
に
な
っ
て
、

﹁
新
鮮
な
思
い
が
す
る
︵
魅
力
的
な
︶
あ
で
や
か
さ
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
唐
琴
で
し
ょ
う
か
、
見
た
い
も
の
で
す
﹂
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
、
︵
守
は
︶
意
外
に
思
い
な
が
ら
も
、
︵
従
者

に
女
君
の
琴
を
︶
持
っ
て
来
さ
せ
た
。
︵
右
衛
門
督
は
琴
を
︶
ち
ょ
っ
と
お
弾
き
に
な
っ
て
、
﹁
︵
格
別
な
琴
で
あ
る
の
で
そ
の
音
が
︶
波
の
音
に
ま
さ
っ
て
聞
こ
え
た
の
も
、
も
っ
と

も
な
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
﹂
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
︵
琴
を
︶
箱
に
お
仕
舞
い
に
な
ろ
う
と
し
て
、
御
手
紙
を
︵
琴
の
︶
絃
に
結
び
つ
け
さ
せ
て
、
﹁
こ
れ
を
、
も
と
あ
っ
た
所
﹇
＝

女
君
の
も
と
﹈
へ
︵
返
し
て
下
さ
い
︶
﹂
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
お
置
き
に
な
る
の
で
、
︵
従
者
は
奥
に
あ
る
姫
君
の
部
屋
へ
琴
を
︶
持
っ
て
入
っ
た
。
女
君
は
、
︵
右
衛
門
督
が
︶
琴
を

取
り
寄
せ
な
さ
っ
た
こ
と
を
、
﹁
ど
う
し
た
の
か
し
ら
﹂
と
お
思
い
に
な
っ
て
、
︵
箱
を
︶
開
け
て
御
覧
に
な
る
と
、
︵
右
衛
門
督
は
手
紙
に
︶
満
ち
足
り
な
い
ま
ま
に
別
れ
た
思
い
を

お
書
き
に
な
っ
て
い
て
、
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﹁
︵
お
�
い
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
以
前
よ
り
も
実
際
に
︶
お
会
い
し
た
後
の
方
が
︵
あ
な
た
へ
の
い
と
お
し
さ
が
増
し
て
︶

何
か
と
悲
し
く
思
わ
れ
る
な
あ
。
つ
い
人
目
を
は
ば
か
ら
な
く
て
は
と
思
っ
て
し
ま
い
︵
堂
々
と
�
い
に
伺
っ
た
り
、
す
ぐ
に

御
手
紙
を
差
し
上
げ
た
り
も
で
き
な
く
て
︶
。

今
晩
は
、
特
に
早
く
周
り
の
人
を
寝
静
ま
ら
せ
て
︵
く
だ
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
早
く
お
�
い
で
き
ま
す
か
ら
ね
︶
﹂

と
書
い
て
あ
る
け
れ
ど
も
、
︵
女
君
は
︶
﹁
ど
う
し
よ
う
﹂
と
も
分
別
が
お
つ
き
に
な
ら
な
い
。
︵
そ
こ
へ
︶
幼
い
弟
君
﹇
＝
女
君
の
弟
﹈
が
、
﹁
お
客
様
﹇
＝
右
衛
門
督
﹈
の
所
へ
伺
お

う
と
思
う
の
で
す
が
、
扇
を
昨
日
、
海
に
落
と
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
︵
扇
な
し
で
は
格
好
が
悪
い
の
で
︶
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
﹂
と
お
っ
し
ゃ
り
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
︵
女
君
は
︶

﹁
な
ん
と
ま
あ
、
︵
右
衛
門
督
様
に
御
返
事
す
る
の
に
︶
都
合
が
よ
い
こ
と
﹂
と
お
思
い
に
な
っ
て
、
︵
扇
の
︶
端
に
小
さ
く
︵
返
歌
を
︶
お
書
き
に
な
っ
て
、
﹁
こ
の
︵
扇
の
︶
絵
は
、

上
手
に
書
き
上
が
っ
て
い
る
の
で
、
殿
﹇
＝
右
衛
門
督
﹈
に
お
見
せ
な
さ
い
。
そ
う
し
た
ら
、
︵
殿
は
あ
な
た
に
︶
小
さ
な
犬
を
、
き
っ
と
下
さ
る
で
し
ょ
う
﹂
と
微
笑
み
な
さ
る
の

で
、
︵
弟
君
は
︶
喜
ん
で
、
母
君
の
い
る
方
へ
参
り
な
さ
っ
て
、
﹁
扇
を
、
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
﹂
と
言
っ
て
、
︵
母
君
に
︶
お
見
せ
に
な
る
と
、
︵
母
君
は
扇
に
書
か
れ
て
い
る
︶
歌
を

見
つ
け
な
さ
っ
て
、
不
審
な
こ
と
だ
と
お
思
い
に
な
る
。
︵
母
君
は
︶
﹁
も
っ
と
、
様
子
を
見
た
い
﹂
と
︵
思
っ
て
︶
、
︵
弟
君
の
︶
後
に
立
っ
て
、
屏
風
の
陰
か
ら
︵
弟
君
が
右
衛
門
督

に
面
会
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
︶
お
覗
き
に
な
っ
て
い
た
。
︵
弟
君
は
︶
﹁
こ
の
扇
の
絵
を
御
覧
く
だ
さ
い
。
姉
上
様
が
、
こ
の
よ
う
に
﹂
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
︵
右
衛
門
督
は
︶
﹁
本

当
に
こ
と
さ
ら
美
し
く
書
き
上
げ
て
あ
る
﹂
と
お
思
い
に
な
っ
て
、
︵
さ
ら
に
︶
御
覧
に
な
っ
た
と
こ
ろ
︵
歌
が
書
か
れ
て
い
る
︶
、

︵
あ
な
た
が
言
う
︶
悲
し
さ
も
人
目
を
は
ば
か
る
こ
と
も
︵
私
に
は
︶
感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。
︵
あ
な
た
と
︶
別
れ
た
時
の
ま
ま
の
心
の
乱
れ
の
た
め
に
。

︵
右
衛
門
督
は
︶
﹁
今
朝
の
琴
の
︵
絃
に
付
け
た
歌
の
︶
返
歌
だ
ろ
う
﹂
と
お
思
い
に
な
っ
て
、
﹁
こ
の
扇
は
、
私
に
く
だ
さ
い
ま
せ
ん
か
。
︵
代
わ
り
に
︶
犬
を
、
必
ず
差
し
上
げ
よ

う
と
思
い
ま
す
︵
か
ら
︶
。
︵
犬
は
︶
京
に
た
く
さ
ん
い
た
の
で
、
取
り
寄
せ
て
、
そ
の
時
に
︵
差
し
上
げ
ま
す
よ
︶
﹂
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
黄
金
で
造
っ
た
犬
の
︵
絵
の
描
か
れ
た
︶

香
箱
﹇
＝
香
を
入
れ
て
お
く
箱
﹈
を
︵
弟
君
に
︶
く
だ
さ
っ
て
、
﹁
姉
上
様
に
お
見
せ
く
だ
さ
い
ね
﹂
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
︵
弟
君
が
そ
れ
を
︶
持
っ
て
︵
姫
君
の
部
屋
の
方
へ
︶

お
入
り
に
な
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
母
君
は
、
﹁
ま
す
ま
す
あ
や
し
い
﹂
と
お
思
い
に
な
っ
て
、
﹁
私
に
も
、
見
せ
な
さ
い
な
﹂
と
言
っ
て
、
︵
弟
君
が
持
っ
て
い
た
香
箱
を
︶
取
り
上

げ
て
ご
覧
に
な
っ
た
と
こ
ろ
、
︵
﹁
別
れ
つ
る
﹂
の
歌
が
書
い
て
あ
る
の
で
︶
﹁
や
は
り
ね
、
昨
日
の
琴
の
音
を
︵
女
君
の
も
と
へ
通
う
︶
道
し
る
べ
に
な
さ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
﹂
と

お
思
い
に
な
る
け
れ
ど
、
﹁
︵
二
人
の
関
係
に
気
づ
い
た
︶
様
子
を
見
せ
ま
い
﹂
と
思
っ
て
、
︵
気
づ
い
た
こ
と
は
︶
隠
し
な
さ
っ
た
。
︵
弟
君
が
︶
姉
君
の
も
と
へ
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て

︵
女
君
に
香
箱
を
︶
お
見
せ
に
な
っ
た
と
こ
ろ
、
︵
女
君
は
︶
﹁
︵
こ
の
香
箱
を
︶
自
分
の
物
に
し
よ
う
﹂
と
思
っ
て
、
︵
香
箱
を
︶
手
に
お
取
り
に
な
っ
て
、
︵
弟
君
が
︶
﹁
こ
の
犬
︵
の

香
箱
︶
を
︵
い
た
だ
き
ま
し
た
︶
﹂
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
こ
ろ
、
︵
女
君
は
︶
﹁
︵
お
客
様
が
犬
を
く
だ
さ
る
だ
ろ
う
と
言
っ
た
︶
私
の
言
葉
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
﹇
＝
私
の
言

葉
通
り
に
あ
な
た
は
本
物
の
犬
を
も
ら
え
る
だ
ろ
う
か
ら
﹈
︵
こ
の
香
箱
は
私
に
下
さ
い
︶
﹂
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
︵
香
箱
の
︶
蓋
を
取
っ
て
御
覧
に
な
っ
た
と
こ
ろ
、
内
側
に
︵
歌
が

書
か
れ
て
い
る
︶

︵
あ
な
た
が
言
う
よ
う
に
︶
別
れ
た
ば
か
り
の
今
朝
は
心
が
乱
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
今
晩
︵
周
囲
の
人
を
早
く
寝
静
ま
ら
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せ
て
�
お
う
︶
と
言
っ
た
︵
私
の
手
紙
の
︶
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

︵
こ
れ
を
見
た
女
君
は
消
す
の
は
︶
惜
し
い
と
は
お
思
い
に
な
る
け
れ
ど
、
﹁
人
が
見
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
い
け
な
い
﹂
と
お
思
い
に
な
っ
て
、
︵
書
か
れ
て
い
る
歌
を
︶
消
し
な
さ
っ

た
。母

君
は
、
﹁
︵
女
君
が
右
衛
門
督
と
の
関
係
に
苦
し
む
こ
と
を
︶
こ
れ
以
上
こ
ら
え
て
い
る
よ
う
な
こ
と
も
つ
ら
か
ろ
う
﹂
と
思
っ
て
、
︵
女
君
の
侍
女
の
︶
右
近
を
お
呼
び
に
な
っ

て
、
﹁
今
晩
、
殿
が
︵
女
君
の
も
と
へ
︶
お
越
し
に
な
ら
れ
る
よ
う
で
す
よ
。
し
っ
か
り
と
準
備
な
さ
い
。
︵
女
君
に
と
っ
て
︶
将
来
、
頼
も
し
い
こ
と
で
あ
る
の
だ
か
ら
﹂
と
お
っ

し
ゃ
る
の
で
、
︵
右
近
は
︶
﹁
や
っ
ぱ
り
ね
。
今
朝
か
ら
の
︵
女
君
の
︶
御
様
子
も
、
昨
日
の
︵
お
二
人
が
︶
曲
を
弾
き
合
わ
せ
な
さ
っ
た
こ
と
も
、
気
が
か
り
だ
っ
た
の
で
︵
納
得
し

た
わ
︶
﹂
と
思
っ
て
、
こ
う
だ
﹇
＝
右
衛
門
督
の
訪
問
に
備
え
て
の
こ
と
だ
﹈
と
も
︵
女
君
に
は
︶
言
わ
な
い
で
、
几
帳
を
周
囲
に
掛
け
渡
し
、
︵
部
屋
の
︶
隅
々
ま
で
塵
を
払
う
の
で
、

︵
女
君
は
︶
﹁
︵
生
い
茂
る
︶
U
の
露
を
分
け
入
っ
て
通
っ
て
来
る
よ
う
な
人
も
い
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
ん
な
に
ま
で
︵
掃
除
を
︶
し
な
く
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
﹂
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
と

こ
ろ
、
︵
右
近
は
︶
﹁
U
の
露
は
払
い
き
れ
な
く
て
も
、
お
胸
に
か
か
っ
て
い
る
露
﹇
＝
右
衛
門
督
と
の
恋
愛
に
関
す
る
心
配
﹈
は
き
っ
と
今
晩
晴
れ
る
で
し
ょ
う
に
﹂
と
言
っ
て
︵
女

君
を
か
ら
か
っ
て
︶
笑
う
の
で
、
︵
女
君
は
︶
た
い
そ
う
恥
ず
か
し
い
と
お
思
い
に
な
る
。

﹇
解

説
﹈

問
�

語
句
の
解
釈
の
問
題

必
修
単
語
の
知
識
だ
け
で
な
く
、
前
後
の
文
意
か
ら
も
判
断
し
て
解
く
必
要
が
あ
る
。

�

標
準

﹁
い
と
心
も
と
な
く
て
過
ぐ
し
給
ひ
け
る
﹂
の
解
釈
と
し
て
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

﹁
い
と
／
心
も
と
な
く
／
て
／
過
ぐ
し
︵
過
ご
す
︶
／
給
ひ
︵
尊
敬
の
補
助
動
詞
︶
／
け
る
︵
過
去
﹁
け
り
﹂
連
体
形
︶
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
る
。

﹁
い
と
﹂
は
﹁
た
い
そ
う
・
非
常
に
﹂
の
意
で
あ
り
、
打
消
表
現
と
呼
応
し
て
い
る
場
合
に
は
﹁
あ
ま
り
・
た
い
し
て
﹂
の
意
に
な
る
副
詞
。
こ
こ
で
は
﹁
な
し
﹂
は
﹁
心
も

と
な
し
﹂
と
い
う
形
容
詞
の
語
尾
で
あ
り
、
打
消
表
現
で
は
な
い
か
ら
、
2

﹁
た
い
そ
う
﹂
・
3

﹁
ひ
ど
く
﹂
・
5

﹁
た
い
へ
ん
﹂
は
正
し
い
が
、
1

﹁
そ
ん
な
に
﹂
・
4

﹁
そ

れ
ほ
ど
﹂
は
正
し
く
な
い
。
﹁
心
も
と
な
し
﹂
は
﹁
待
ち
遠
し
い
・
気
が
か
り
だ
・
不
安
だ
・
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
﹂
と
い
っ
た
意
味
の
形
容
詞
。
こ
れ
が
正
し
い
の
は
、
2

﹁
気
を
も
ん
で
﹂
︵
﹁
気
を
も
む
﹂
と
は
、
あ
れ
こ
れ
気
に
し
て
悩
む
こ
と
︶
・
3

﹁
不
安
に
思
っ
て
﹂
・
5

﹁
ぼ
ん
や
り
と
﹂
。
﹁
過
ぐ
す
﹂
も
、
2

・
3

・
4

・
5

は
正
し
く
、

そ
れ
ぞ
れ
の
語
の
意
味
の
チ
ェ
ッ
ク
で
は
、
2

・
3

・
5

は
間
違
い
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
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と
こ
ろ
で
、
傍
線
部
が
表
し
て
い
る
の
は
、
﹁
御
文
／
や
ら
︵
送
る
︶
／
せ
︵
尊
敬
﹁
す
﹂
連
用
形
︶
／
給
は
︵
尊
敬
の
補
助
動
詞
︶
／
ん
︵
婉
曲
﹁
む
﹂
連
体
形
︶
／
も
、

／
せ
ん
方
︵
や
り
よ
う
・
手
立
て
︶
／
の
／
お
は
し
ま
さ
︵
お
あ
り
に
な
る
︶
／
ね
︵
打
消
﹁
ず
﹂
已
然
形
︶
﹂
、
つ
ま
り
、
﹁
右
衛
門
督
が
女
君
に
手
紙
を
送
ろ
う
と
思
う
も
の

の
手
立
て
が
な
い
﹂
と
い
う
状
態
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
﹁
心
も
と
な
く
て
﹂
の
内
容
と
し
て
は
、
﹁
気
を
も
ん
で
﹂
と
い
う
表
現
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

2

が
正
解
。

な
お
、
男
女
が
一
夜
を
と
も
に
し
た
時
は
、
そ
の
翌
朝
に
、
男
性
側
か
ら
後
朝
︵
き
ぬ
ぎ
ぬ
︶
の
文
を
送
る
の
が
礼
儀
で
あ
る
。

�

標
準

﹁
飽
か
ざ
り
し
名
残
を
あ
そ
ば
し
て
﹂
の
解
釈
と
し
て
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

﹁
飽
か
／
ざ
り
︵
打
消
﹁
ず
﹂
連
用
形
︶
／
し
︵
過
去
﹁
き
﹂
連
体
形
︶
／
名
残
／
を
／
あ
そ
ば
し
／
て
︵
接
続
助
詞
︶
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
る
。

﹁
飽
く
﹂
は
、
現
代
語
同
様
に
﹁
飽
き
る
﹂
の
意
で
も
使
わ
れ
る
が
、
現
代
語
と
同
意
︵
3

・
5

︶
で
あ
れ
ば
問
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
﹁
飽
く
﹂
は
、
本
来
は
﹁
十
分
満
足

す
る
﹂
の
意
で
、
打
消
表
現
を
伴
っ
て
﹁
飽
か
ず
﹂
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
と
、
﹁
物
足
り
な
い
・
名
残
惜
し
い
﹂
と
い
っ
た
意
味
に
な
る
の
で
、
2

﹁
物
足
り
な
か
っ
た
﹂
・
4

﹁
満
ち
足
り
な
い
ま
ま
に
﹂
が
良
さ
そ
う
だ
と
考
え
た
い
。
﹁
名
残
﹂
は
、
現
代
語
同
様
に
﹁
物
事
や
人
が
過
ぎ
去
っ
た
あ
と
に
余
韻
な
ど
が
残
る
こ
と
﹂
。
3

﹁
面
影
﹂
、
4

﹁
別
れ
た
思
い
﹂
、
5

﹁
余
韻
﹂
が
正
し
い
が
、
﹁
飽
か
ず
﹂
で
2

・
3

に
絞
っ
て
あ
り
、
2

の
﹁
�
瀬
の
悲
し
み
﹂
は
や
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
る
の
で
、
4

の
﹁
別
れ
た
思

い
﹂
の
ほ
う
が
適
当
で
あ
る
。
﹁
あ
そ
ば
す
﹂
は
、
﹁
な
さ
る
﹂
、
ま
た
は
、
﹁
演
奏
な
さ
る
﹂
の
意
の
尊
敬
語
で
あ
る
か
ら
、
何
を
﹁
な
さ
る
﹂
こ
と
に
も
用
い
る
。
傍
線
部
の
最

後
に
は
接
続
助
詞
﹁
て
﹂
が
あ
る
が
、
一
般
に
接
続
助
詞
﹁
て
﹂
の
前
後
は
同
主
語
で
あ
る
か
ら
、
傍
線
部
の
主
体
で
あ
る
右
衛
門
督
が
、
Ａ

の
歌
や
そ
の
次
の
一
行
を
手
紙
に

書
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
Ａ

の
歌
や
そ
の
次
の
一
行
へ
つ
な
が
る
文
意
か
ら
見
て
も
、
4

﹁
お
書
き
に
な
っ
て
﹂
が
ス
ム
ー
ズ
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
正
解
は
4

。

�

応
用

﹁
い
み
じ
く
こ
そ
書
き
な
し
つ
れ
﹂
の
解
釈
と
し
て
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

﹁
い
み
じ
く
／
こ
そ
／
書
き
な
し
／
つ
れ
︵
完
了
﹁
つ
﹂
已
然
形
︶
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
る
。

﹁
い
み
じ
﹂
は
、
﹁
た
い
そ
う
～
だ
﹂
の
意
の
形
容
詞
で
、
﹁
～
﹂
の
部
分
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
前
後
の
文
意
か
ら
判
断
し
て
補
っ
て
訳
す
。
こ
れ
が
明
確
に
訳
さ
れ
て
い
る

の
は
、
2

﹁
ひ
ど
く
悲
し
げ
に
﹂
で
あ
る
が
、
3

﹁
こ
と
さ
ら
に
美
し
く
﹂
・
4

﹁
と
り
わ
け
得
意
げ
に
﹂
・
﹁
い
か
に
も
愛
情
深
く
﹂
も
、
補
い
方
は
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
が
近
い

表
現
で
あ
る
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
動
詞
﹁
成
す
﹂
︵
す
る
︶
を
補
助
的
に
使
う
、
﹁
～
な
す
﹂
は
、
﹁
こ
と
さ
ら
に
︵
わ
ざ
わ
ざ
︶
～
す
る
・
格
別
に
～
す
る
・
い
か
に
も
～
す

る
﹂
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
も
含
め
て
考
え
る
と
、
2

よ
り
も
、
む
し
ろ
3

・
4

・
5

の
ほ
う
が
正
し
い
こ
と
に
な
る
。
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と
こ
ろ
で
、
傍
線
部
を
含
む
、
﹁
ま
こ
と
に
い
み
じ
く
こ
そ
書
き
な
し
つ
れ
﹂
は
、
女
君
か
ら
、
﹁
こ
の
絵
は
、
お
も
し
ろ
う
書
き
な
し
た
れ
ば
、
殿
に
見
せ
さ
せ
給
へ
﹂
、
つ

ま
り
、
﹁
こ
の
扇
の
絵
は
、
上
手
に
書
き
上
が
っ
て
い
る
の
で
、
殿
﹇
＝
右
衛
門
督
﹈
に
お
見
せ
な
さ
い
﹂
と
言
わ
れ
た
弟
君
が
、
扇
に
描
か
れ
た
絵
を
、
﹁
こ
の
扇
の
絵
を
見
さ

せ
給
へ
。
姉
君
の
、
か
く
こ
そ
﹂
と
言
っ
て
右
衛
門
督
に
見
せ
た
時
の
、
右
衛
門
督
の
感
想
で
あ
る
。
そ
の
絵
は
﹁
お
も
し
ろ
う
﹂
︵
趣
深
く
・
美
し
く
・
上
手
に
︶
描
か
れ
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
右
衛
門
督
が
﹁
ま
こ
と
に
い
み
じ
く
﹂
書
か
れ
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
絵
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
絵
の
評

価
と
し
て
、
ふ
さ
わ
し
く
﹁
い
み
じ
﹂
を
訳
し
て
い
る
の
は
、
3

﹁
美
し
く
﹂
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
3

が
正
解
。
絵
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
こ
と
を
文
脈
上
読
み

取
れ
な
け
れ
ば
正
解
で
き
な
い
。

正
解

�

2

�

4

�

3

︵
各
�
点
︶

21

22

23

問
�

文
法
︵
﹁
ぬ
・
に
﹂
の
識
別
︶
の
問
題

基
本

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
。

ま
ず
、
﹁
ぬ
﹂
の
識
別
を
確
認
し
よ
う
。

ま
と
め

﹁
ぬ
﹂
の
識
別

①

完
了
の
助
動
詞
﹁
ぬ
﹂
の
終
止
形

識
別
法

連
用
形
に
接
続
す
る
。

終
止
形
と
し
て
働
い
て
い
る
。

例

花
咲
き
ぬ
。

②

打
消
の
助
動
詞
﹁
ず
﹂
の
連
体
形

識
別
法

未
然
形
に
接
続
す
る
。

連
体
形
と
し
て
働
い
て
い
る
。

例

花
咲
か
ぬ
時
は
、
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③

ナ
行
変
格
活
用
動
詞
連
用
形
語
尾

識
別
法

﹁
死
ぬ
・
往
ぬ
﹂
の
二
例
の
み
。

ａ

の
﹁
ぬ
﹂
は
、
直
前
の
﹁
給
は
﹂
が
四
段
活
用
の
未
然
形
で
あ
り
、
下
に
連
体
形
に
接
続
す
る
断
定
の
助
動
詞
﹁
な
り
﹂
の
連
用
形
﹁
に
﹂
が
あ
る
か
ら
、
右
の
②
で
、
打

消
の
助
動
詞
﹁
ず
﹂
の
連
体
形
で
あ
る
。
ま
た
、
ｄ

の
﹁
ぬ
﹂
は
、
直
前
の
﹁
賜
ひ
﹂
が
四
段
活
用
の
連
用
形
で
あ
り
、
下
に
終
止
形
に
接
続
す
る
推
量
の
助
動
詞
﹁
べ
し
﹂
の

已
然
形
﹁
べ
け
れ
﹂
が
あ
る
か
ら
、
右
の
①
で
、
完
了
の
助
動
詞
﹁
ぬ
﹂
の
終
止
形
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
ａ

・
ｄ

が
判
断
で
き
た
段
階
で
、
答
は
1

・
5

に
絞
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。
な
お
、
﹁
給
ふ
﹂
と
﹁
賜
ふ
﹂
は
、
漢
字
の
当
て
ら
れ
方
は
違
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
﹁
た
ま
ふ
﹂
で
、
同
語
で
あ
る
。

次
に
、
﹁
に
﹂
の
識
別
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

ま
と
め

﹁
に
﹂
識
別

※

﹁
に
﹂
が
単
語
の
一
部
で
あ
る
場
合
は
①
～
④
。

①

ナ
行
変
格
活
用
動
詞
連
用
形
語
尾

識
別
法

﹁
死
に
・
往
に
﹂
の
二
例
の
み
。

②

ナ
リ
活
用
の
形
容
動
詞
連
用
形
語
尾

識
別
法

物
事
の
性
質
や
状
態
を
表
し
、
直
前
に
﹁
い
と
︵
た
い
そ
う
︶
﹂
を
補
っ
て
も
訳
せ
る
。
単
語
で
覚
え
て
お
く
。

例

あ
は
れ
に
・
あ
て
に
・
は
る
か
に
・
美
し
げ
に

等

③

副
詞
の
一
部

識
別
法

単
語
で
覚
え
て
お
く
。

例

げ
に
・
け
に
・
ま
こ
と
に
・
い
か
に

等

④

格
助
詞
﹁
に
て
﹂
の
一
部
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識
別
法

﹁
に
て
﹂
の
状
態
で
使
わ
れ
て
い
て
、
そ
の
部
分
が
﹁
で
あ
っ
て
﹂
と
は
訳
せ
な
い
。
﹁
で
あ
っ
て
﹂
と
訳
せ
る
場
合
は
5

の
⑵
な
の
で
注
意
。

例

都
に�

て�

会
ひ
し
人
な
り
。
︵
都
で�

会
っ
た
人
で
あ
る
。
︶

※

﹁
に
﹂
が
独
立
し
た
一
単
語
で
あ
る
場
合
は
⑤
～
⑧
。

⑤

断
定
の
助
動
詞
﹁
な
り
﹂
の
連
用
形

識
別
法

次
の
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
で
し
か
使
わ
れ
な
い
。

⑴

後
方
に
﹁
あ
り
・
侍
り
・
お
は
す
﹂
等
、
物
や
人
の
存
在
を
表
す
動
詞
を
伴
い
、
﹁
に
﹂
自
体
が
﹁
で
﹂
と
訳
せ
る
場
合
。

例

そ
は
、
わ
が
兄
に
や
あ�

ら�

む
。
︵
そ
れ
は
、
私
の
兄
で�

あ
ろ
う
か
。
︶

⑵

﹁
に
て
・
に
し
て
﹂
の
状
態
で
使
わ
れ
て
い
て
、
そ
の
部
分
が
﹁
で
あ
っ
て
﹂
と
訳
せ
る
場
合
。

例

そ
は
我
が
兄
に�

て�

、
太
郎
と
い
ふ
者
な
り
。
︵
そ
れ
は
私
の
兄
で�

あ�

っ�

て�

、
太
郎
と
い
う
者
で
あ
る
。
︶

⑥

完
了
の
助
動
詞
﹁
ぬ
﹂
の
連
用
形

識
別
法

連
用
形
で
あ
る
語
に
接
続
す
る
。

過
去
・
完
了
の
助
動
詞
の
直
前
に
あ
る
こ
と
が
多
い
。

例

花
咲
き
に
け
り
。
﹇
﹁
咲
き
﹂
は
連
用
形
、
﹁
け
り
﹂
は
過
去
の
助
動
詞
。
﹈

⑦

格
助
詞
﹁
に
﹂

識
別
法

独
立
し
て
い
る
﹁
に
﹂
で
、
⑤
で
も
⑥
で
も
な
く
、
そ
の
ま
ま
﹁
に
﹂
と
訳
せ
る
。

例

山
に
登
り
け
り
。
︵
山
に�

登
っ
た
。
︶

⑧

接
続
助
詞
﹁
に
﹂

識
別
法

独
立
し
て
い
る
﹁
に
﹂
で
、
⑤
で
も
⑥
で
も
な
く
、
そ
の
ま
ま
﹁
に
﹂
と
は
訳
せ
な
い
。
﹁
の
で
・
と
・
と
こ
ろ
・
の
に
﹂
の
訳
が
あ
て
は
ま
る
。

例

風
吹
き
け
る
に
、
花
散
り
ぬ
。
︵
風
が
吹
い
た
の�

で�

、
花
は
散
っ
た
。
︶
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ａ

・
ｄ

で
答
が
1

・
5

に
絞
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
考
え
る
ま
で
も
な
く
、
ｂ

は
断
定
の
助
動
詞
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
ｂ

の
﹁
に
﹂
は
、
直
前
が
体
言
︵
名
詞
︶
で
あ
り
、

後
に
存
在
の
意
を
示
す
動
詞
﹁
あ
る
﹂
が
あ
り
、
﹁
琴
の
音
に
や
あ
る
ら
ん
﹂
は
﹁
琴
の
音
で
あ
ろ
う
か
﹂
と
訳
せ
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
右
の
⑤
の
⑴
の
状
態
で
、
断
定
の
助
動

詞
﹁
な
り
﹂
の
連
用
形
で
間
違
い
な
い
。
ｃ

が
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
が
、
こ
れ
は
、
形
容
動
詞
﹁
む
べ
な
り
﹂
︵
も
っ
と
も
だ
︶
と
、
一
単
語
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
正
解
は
1

。

正
解

1

︵
�
点
︶

24

問
�

主
体
、
及
び
、
心
情
説
明
の
問
題

応
用

傍
線
部
Ｘ

﹁
さ
れ
ば
よ
﹂
と
あ
る
が
、
誰
が
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
思
っ
た
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

ま
ず
、
傍
線
部
の
﹁
さ
れ
ば
よ
﹂
は
、
良
く
も
悪
く
も
予
想
が
当
た
っ
た
時
に
言
う
言
葉
で
、
﹁
や
っ
ぱ
り
ね
﹂
な
ど
と
訳
す
必
修
語
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
場
面
で
誰
が
何
を
﹁
や
っ
ぱ
り
ね
、
思
っ
て
い
た
通
り
だ
﹂
と
思
う
か
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
弟
君
が
女
君
か
ら
受
け
取
っ
た
扇
を
右
衛
門
督
に
見

せ
に
行
く
時
に
、
母
君
は
扇
に
書
か
れ
て
い
る
女
君
の
歌
を
見
て
、
﹁
あ
や
し
き
こ
と
に
﹂
と
思
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
母
君
は
そ
の
時
点
で
女
君
と
右
衛
門
督
が
男
女
の
関
係

に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︵
本
文

～

行
目
︶
。
そ
し
て
、
今
度
は
弟
君
が
右
衛
門
督
か
ら
受
け
取
っ
た
香
箱
を
女
君
に
見
せ
に
行
こ
う
と
し
、
母

11

12

君
が
そ
の
香
箱
を
取
り
上
げ
た
場
面
で
書
か
れ
て
い
る
の
が
、
傍
線
部
を
含
む
、
﹁
さ
れ
ば
よ
、
昨
日
の
琴
の
音
を
し
る
べ
に
こ
そ
し
給
ふ
ら
め
︵
や
は
り
ね
、
昨
日
の
琴
の
音

を
道
し
る
べ
に
な
さ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
︶
﹂
と
い
う
心
中
会
話
︵
心
中
思
惟
︶
な
の
で
あ
る
。
女
君
の
琴
の
音
を
道
し
る
べ
に
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
琴
の
音
を
便
り
に
し
て

女
君
の
も
と
を
訪
れ
た
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
心
中
会
話
部
分
は
、
女
君
と
右
衛
門
督
の
関
係
を
疑
っ
て
い
た
人
物
が
、
そ
れ
を
確
信
し
て
﹁
や
は
り
そ
う
で
あ
っ

た
の
か
﹂
と
思
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
つ
ま
り
、
そ
れ
は
母
君
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

よ
っ
て
、
選
択
肢
は
、
設
問
の
﹁
誰
が
﹂
を
﹁
母
君
が
﹂
と
し
て
い
る
3

・
4

・
5

に
し
ぼ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
3

は
、
﹁
ぎ
こ
ち
な
い
様
子
を
歯
が
ゆ
く
感
じ
な
が

ら
も
、
口
を
は
さ
ん
で
二
人
の
仲
が
表
ざ
た
に
な
っ
て
し
ま
う
と
困
る
の
で
﹂
が
本
文
に
は
な
い
。
本
文
に
は
、
た
だ
、
﹁
気
色
見
え
じ
と
、
も
て
隠
し
給
へ
り
︵
気
づ
い
た
様

子
を
見
せ
ま
い
と
思
っ
て
、
隠
し
な
さ
っ
た
︶
﹂
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
4

は
、
﹁
沈
み
込
ん
で
い
た
娘
の
様
子
を
見
て
心
配
し
て
い
た
﹂
が
本
文
に
は
な
い
。
本
文
後
ろ
か
ら



行
目
に
は
、
﹁
今
朝
よ
り
の
御
あ
り
さ
ま
も
、
～
心
も
と
な
か
り
つ
れ
︵
今
朝
か
ら
の
女
君
の
御
様
子
も
、
～
気
が
か
り
だ
っ
た
︶
﹂
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
右
近
の
思
い
で
あ
り
、

母
君
が
沈
み
込
ん
だ
女
君
の
様
子
を
心
配
し
て
い
る
様
子
は
本
文
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
4

は
、
﹁
大
変
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
思
っ
た
﹂
と
あ
り
、
女
君
と

右
衛
門
督
が
男
女
の
仲
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
、
母
君
が
あ
わ
て
、
困
惑
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
正
し
く
な
い
。
母
君
が
右
近
に
、
﹁
今
宵
、
殿

の
渡
り
給
は
ん
ぞ
。
よ
く
し
つ
ら
ひ
給
へ
。
行
く
末
、
頼
も
し
き
こ
と
に
て
あ
る
な
れ
ば
︵
殿
が
女
君
の
も
と
へ
お
越
し
に
な
ら
れ
る
よ
う
で
す
よ
。
し
っ
か
り
と
準
備
な
さ
い
。
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将
来
、
頼
も
し
い
こ
と
で
あ
る
の
だ
か
ら
︶
﹂
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
母
君
は
、
女
君
と
右
衛
門
督
が
男
女
の
仲
に
な
る
こ
と
を
歓
迎
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

正
解
と
な
る
5

は
、
女
君
と
右
衛
門
督
の
関
係
を
疑
っ
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
、
﹁
さ
れ
ば
よ
﹂
と
思
っ
て
い
る
と
い
う
説
明
も
正
し
く
、
女
君
と
右
衛
門
督
が
男
女
の
仲
に

な
る
こ
と
を
﹁
喜
ば
し
い
こ
と
だ
と
思
っ
た
﹂
と
説
明
し
て
い
る
点
も
正
し
い
。
最
終
段
落
に
書
か
れ
て
い
る
母
君
の
言
動
を
踏
ま
え
な
い
と
、
5

の
﹁
喜
ば
し
い
こ
と
だ
と

思
っ
た
﹂
が
正
し
い
こ
と
は
判
断
が
つ
か
な
い
。

正
解

5

︵
�
点
︶

25

問
�

心
情
説
明
の
問
題

標
準

傍
線
部
Ｙ

﹁
U
の
露
は
払
は
ず
と
も
、
御
胸
の
露
は
今
宵
晴
れ
な
ん
も
の
を
﹂
と
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
に
は
右
近
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
。

各
選
択
肢
で
、
右
近
の
気
持
ち
は
、
後
半
︵
﹁
女
君
に
対
し
て
﹂
の
後
︶
に
書
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
を
検
証
す
る
こ
と
で
正
解
は
得
ら
れ
る
。

ま
ず
は
、
傍
線
部
Ｙ

を
言
っ
て
い
る
右
近
が
、
す
で
に
母
君
か
ら
、
﹁
今
宵
、
殿
の
渡
り
給
は
ん
ぞ
︵
殿
が
女
君
の
も
と
へ
お
越
し
に
な
ら
れ
る
よ
う
で
す
よ
︶
﹂
と
聞
き
及
ん

だ
上
で
、
﹁
さ
れ
ば
よ
、
今
朝
よ
り
の
御
あ
り
さ
ま
も
、
昨
日
の
楽
を
弾
き
替
へ
給
ひ
し
も
、
心
も
と
な
か
り
つ
れ
ば
︵
や
っ
ぱ
り
ね
、
今
朝
か
ら
の
女
君
の
御
様
子
も
、
昨
日

の
お
二
人
が
曲
を
弾
き
合
わ
せ
な
さ
っ
た
こ
と
も
、
気
が
か
り
だ
っ
た
か
ら
︶
﹂
と
思
っ
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
右
近
は
、
女
君
の
悩
む
姿
を
見
て
心

配
し
て
い
た
が
、
母
君
の
話
を
聞
い
て
、
﹁
や
は
り
女
君
は
右
衛
門
督
と
の
こ
と
で
悩
ん
で
い
た
の
だ
﹂
と
納
得
し
、
し
か
も
、
そ
の
右
衛
門
督
が
今
夜
女
君
の
も
と
へ
来
る
と

知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
﹁
か
く
と
も
言
は
で
﹂
、
つ
ま
り
、
﹁
そ
う
で
あ
る
と
女
君
に
は
言
わ
な
い
で
﹂
右
近
は
女
君
の
部
屋
の
掃
除
を
始
め
る
の
で
あ
る
が
、
女
君
の
悩
み
の

原
因
が
右
衛
門
督
と
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
も
、
そ
の
悩
み
が
今
夜
右
衛
門
督
の
訪
問
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
も
知
っ
て
い
て
、
﹁
御
胸
の
露
は
今
宵
晴
れ
な
ん
も

の
を
︵
お
胸
に
か
か
っ
て
い
る
露
は
き
っ
と
今
晩
晴
れ
る
で
し
ょ
う
に
︶
﹂
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
﹁
露
﹂
と
は
﹁
右
衛
門
督
と
の
恋
愛
に
関
す
る
心
配
﹂
の
こ

と
で
あ
る
。
右
近
は
、
﹁
今
夜
心
配
事
が
な
く
な
り
ま
す
ね
﹂
と
言
い
つ
つ
、
暗
に
、
﹁
今
夜
右
衛
門
督
様
が
来
る
の
で
し
ょ
﹂
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
本
文
末
に
﹁
と
う

ち
笑
へ
ば
、
い
と
恥
づ
か
し
と
思
す
﹂
と
あ
る
よ
う
に
、
右
近
は
こ
れ
を
言
っ
て
笑
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
聞
い
た
女
君
は
ひ
ど
く
恥
ず
か
し
が
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、
4

の
後
半
部
、
﹁
右
衛
門
督
の
訪
れ
を
ひ
そ
か
に
待
っ
て
い
る
女
君
の
心
は
わ
か
っ
て
い
る
と
か
ら
か
う
気
持
ち
﹂
は
正
し
い
。
1

の
後
半
部
は
、

﹁
部
屋
の
塵
は
﹂
が
本
文
の
﹁
U
の
露
は
﹂
と
合
致
し
て
い
な
い
。
2

の
後
半
部
は
右
衛
門
督
と
の
件
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
。
3

の
後
半
部
は
、
掃
除
の
必
要
性
を
強
調
し

て
い
る
点
や
、
﹁
安
心
さ
せ
る
﹂
が
正
し
く
な
い
。
笑
い
な
が
ら
言
っ
て
、
相
手
が
恥
ず
か
し
が
っ
て
い
る
状
況
は
、
か
ら
か
っ
て
い
る
︵
4

︶
と
考
え
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
の

で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
見
る
と
、
5

の
後
半
の
﹁
反
発
す
る
﹂
も
正
し
く
な
い
こ
と
に
な
る
。
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な
お
、
各
選
択
肢
の
前
半
部
で
説
明
さ
れ
て
い
る
女
君
の
態
度
で
あ
る
が
、
女
君
が
言
っ
て
い
る
、
﹁
U
生
の
露
を
分
く
ら
む
人
も
な
き
を
、
さ
も
せ
ず
と
も
あ
り
な
ん
﹂
と

は
、
﹁
生
い
茂
る
U
の
露
を
分
け
入
っ
て
通
っ
て
来
る
よ
う
な
人
も
い
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
ん
な
に
ま
で
掃
除
を
し
な
く
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
﹂
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
。
﹁
Ç

生
﹂
は
、
U
な
ど
の
雑
草
が
生
い
茂
る
荒
れ
た
場
所
の
こ
と
。
軽
く
触
れ
た
だ
け
で
落
ち
て
し
ま
う
露
も
、
訪
れ
る
人
も
い
な
け
れ
ば
葉
の
上
に
あ
っ
て
落
ち
な
い
ま
ま
な
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
U
生
に
び
っ
し
り
と
露
が
降
り
て
い
る
と
い
う
の
は
、
い
か
に
も
寂
し
げ
な
様
子
で
あ
る
。
物
語
な
ど
で
は
、
そ
の
よ
う
な
寂
し
げ
な
場
所
に
住
む
人

を
、
わ
ざ
わ
ざ
Ç
を
か
き
分
け
、
露
で
衣
服
を
濡
ら
し
て
会
い
に
行
く
と
い
う
場
面
も
あ
る
。
こ
こ
で
女
君
の
庭
に
実
際
に
U
が
生
え
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
本
文
に
書
か
れ
て

い
な
い
の
で
わ
か
ら
な
い
。
女
君
が
言
っ
て
い
る
の
は
、
﹁
私
の
よ
う
な
寂
し
く
暮
ら
す
者
の
と
こ
ろ
へ
通
っ
て
く
る
男
性
も
い
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
ん
な
に
丹
念
に
掃
除
を
し

な
く
て
も
よ
い
だ
ろ
う
﹂
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
前
半
の
女
君
に
つ
い
て
は
、
3

・
4

は
正
し
い
が
、
1

﹁
訪
ね
て
く
る
か
わ
か
ら
な
い
人
を

思
っ
て
﹂
・
2

﹁
踏
み
分
け
ら
れ
な
い
ほ
ど
U
が
茂
っ
た
庭
を
恥
ず
か
し
が
る
﹂
・
5

﹁
す
ね
る
﹂
は
、
誤
り
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

正
解

4

︵
�
点
︶

26

問
�

和
歌
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
。

Ａ

・
Ｂ

・
Ｃ

が
そ
れ
ぞ
れ
誰
の
歌
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
Ａ

が
琴
の
緒
に
ひ
そ
か
に
つ
け
て
お
い
た
右
衛
門
督
の
歌
、
Ｂ

が
扇
に
書
い
た
女
君
の
歌
、
Ｃ

が
書
箱
の
ふ
た
に

書
い
た
右
衛
門
督
の
歌
で
、
す
べ
て
間
違
い
が
な
い
。
こ
の
点
で
キ
ズ
が
な
い
た
め
に
、
ポ
イ
ン
ト
は
す
べ
て
の
歌
の
解
釈
に
な
り
、
難
し
い
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
和
歌
の
解
釈
は
、
通
釈
を
参
照
し
て
ほ
し
い
が
、
正
解
を
得
る
ポ
イ
ン
ト
は
、
Ａ

の
歌
の
﹁
あ
ひ
み
て
の
後
﹂
と
、
Ｂ

の
歌
の
﹁
思
ほ
え
ず
﹂
で
あ
る
。

Ａ

の
歌
の
﹁
あ
ひ
み
て
の
後
﹂
は
、
百
人
一
首
で
も
有
名
な
、
﹁
�
ひ
見
て
の
後
の
心
に
比
ぶ
れ
ば
昔
は
も
の
を
思
は
ざ
り
け
り
︵
�
っ
て
契
っ
た
後
の
愛
し
く
切
な
い
思
い

に
比
べ
る
と
、
�
う
以
前
に
�
い
た
く
思
っ
て
苦
し
ん
だ
思
い
な
ど
苦
し
み
の
内
に
入
ら
な
い
な
あ
︶
﹂
︵
拾
遺
和
歌
集
・
恋
二
・
藤
原
敦
忠
︶
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
表
現
で
、
Ａ

の
歌
の
﹁
あ
ひ
み
て
の
後
こ
そ
物
は
か
な
し
け
れ
﹂
も
、
敦
忠
の
歌
同
様
に
、
﹁
あ
な
た
に
�
う
前
も
�
い
た
い
気
持
ち
が
つ
の
っ
て
つ
ら
か
っ
た
が
、
�
っ
て
し
ま
う
と
�
う

前
に
も
増
し
て
愛
お
し
く
切
な
い
気
持
ち
に
な
っ
て
し
ま
う
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
Ａ

に
つ
い
て
の
説
明
は
、
1

と
2

は
正
し
い
が
、
3

は
正
し
く
な
い
。

Ｂ

の
歌
の
﹁
思
ほ
え
ず
﹂
の
﹁
思
ほ
え
﹂
は
、
ヤ
行
下
二
段
活
用
動
詞
﹁
思
ほ
ゆ
﹂
の
未
然
形
。
﹁
思
ほ
ゆ
﹂
は
﹁
お
ぼ
ゆ
︵
覚
ゆ
︶
﹂
の
古
い
か
た
ち
で
、
さ
ら
に
古
く
は

﹁
思
は
ゆ
﹂
と
い
う
か
た
ち
で
も
使
わ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
﹁
感
じ
る
・
思
わ
れ
る
﹂
と
い
っ
た
意
味
で
あ
り
、
こ
れ
に
打
消
の
助
動
詞
が
付
い
た
﹁
思
ほ
え
ず
﹂
は
﹁
感
じ
な

い
・
思
わ
れ
な
い
﹂
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
Ｂ

の
歌
の
﹁
か
な
し
さ
も
忍
ば
ん
こ
と
も
思
ほ
え
ず
﹂
と
は
、
﹁
悲
し
さ
も
人
目
を
は
ば
か
る
こ
と
も
感

じ
ら
れ
ま
せ
ん
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
Ｂ

に
つ
い
て
の
説
明
は
、
こ
れ
を
正
し
く
説
明
し
て
い
る
2

の
﹁
悲
し
み
に
浸
っ
た
り
人
目
を
気
に
し
た
り
す
る
心
の
余
裕
が
な
い
﹂
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が
正
し
い
。
﹁
心
が
乱
れ
て
何
も
感
じ
た
り
考
え
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
﹂
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
1

﹁
悲
嘆
に
く
れ
て
﹂
・
4

﹁
恋
い
慕
う
感
情
と
、
恋
心
を

抑
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
性
が
入
り
乱
れ
た
状
態
﹂
・
5

﹁
つ
ら
さ
に
加
え
て
、
会
え
な
い
悲
し
み
に
堪
え
続
け
る
こ
と
の
苦
し
さ
﹂
と
い
っ
た
、
何
か
し
ら
の
感
情
が
あ

る
と
い
う
説
明
は
正
し
く
な
い
の
で
あ
る
。
1

は
﹁
右
衛
門
督
の
も
と
に
忍
ん
で
行
く
手
段
も
思
い
つ
か
な
い
﹂
も
間
違
い
で
あ
る
。
正
解
は
2

。

な
お
、
Ｂ

の
歌
の
﹁
か
な
し
さ
﹂
と
﹁
忍
ば
ん
こ
と
﹂
が
、
右
衛
門
督
が
Ａ

の
歌
で
言
っ
て
い
る
﹁
か
な
し
け
れ
﹂
と
﹁
人
目
を
つ
つ
む
﹂
の
こ
と
だ
と
気
が
つ
け
ば
、
2

の
﹁
右
衛
門
督
と
違
っ
て
﹂
が
正
し
い
こ
と
も
分
か
る
だ
ろ
う
。
和
歌
の
贈
答
︵
や
り
と
り
︶
で
は
、
後
で
詠
ま
れ
て
い
る
歌
が
、
先
に
詠
ま
れ
て
い
る
歌
を
踏
ま
え
て
、
同
語

を
使
っ
た
り
、
類
似
し
た
趣
旨
を
詠
ん
だ
り
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
こ
こ
で
も
、
Ａ

の
﹁
か
な
し
け
れ
・
人
目
を
つ
つ
む
﹂
を
、
Ｂ

で
は
﹁
か
な
し
さ
・
忍
ば
ん
﹂
と
詠
み
、

Ｂ

の
﹁
心
ま
ど
ひ
﹂
を
、
Ｃ

で
は
﹁
心
の
ま
ど
ふ
﹂
と
詠
ん
で
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
Ｃ

の
﹁
今
宵
と
言
ひ
し
こ
と
﹂
は
、
Ａ

の
歌
に
書
き
添
え
て

﹁
今
宵
は
、
い
と
と
く
人
を
し
づ
め
て
﹂
と
書
い
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

Ｃ

に
つ
い
て
の
説
明
が
正
し
い
の
は
、
そ
の
点
か
ら
み
る
と
5

で
あ
る
。
3

は
﹁
冷
静
さ
を
失
っ
て
思
わ
ず
書
い
た
﹂
、
4

は
﹁
二
人
で
交
わ
し
た
﹂
が
誤
り
で
あ
る
。

五
つ
の
選
択
肢
の
内
、
四
つ
で
Ｂ

に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
の
で
、
ま
ず
Ｂ

の
歌
意
を
確
定
す
れ
ば
、
選
択
肢
は
一
気
に
絞
ら
れ
る
。
Ｂ

の
説
明
を
含
ま
な
い
3

に
つ
い
て

は
Ａ

に
関
す
る
説
明
が
大
き
く
間
違
っ
て
い
る
の
で
、
正
解
で
な
い
こ
と
は
わ
か
り
や
す
い
だ
ろ
う
。

正
解

2

︵
�
点
︶

27

問
�

表
現
と
内
容
に
関
す
る
説
明
の
問
題

応
用

こ
の
文
章
の
表
現
と
内
容
に
関
す
る
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

表
現
と
内
容
に
関
す
る
問
題
で
は
、
実
際
に
そ
の
よ
う
な
表
現
が
本
文
に
あ
る
の
か
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
内
容
が
本
文
と
合
致
す
る
の
か
を
照
合
し
て
い
け
ば
正
解
に
た
ど

り
着
け
る
こ
と
が
多
く
、
表
現
の
効
果
に
つ
い
て
の
説
明
は
正
否
の
判
断
の
材
料
に
し
な
く
て
よ
い
。
た
と
え
ば
、
1

の
﹁
対
比
的
に
﹂
、
2

の
﹁
予
感
さ
せ
て
い
る
﹂
、
3

﹁
心
が
読
み
取
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
﹂
、
5

の
﹁
対
照
的
に
・
巧
み
に
﹂
等
は
、
そ
の
よ
う
に
と
れ
る
か
ど
う
か
は
読
者
次
第
と
い
う
面
が
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
時
間
を

か
け
て
考
え
て
も
判
断
が
つ
か
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。

1

は
、
ま
ず
、
﹁
﹃
U
﹄
な
ど
の
自
然
の
描
写
に
よ
っ
て
﹂
が
誤
り
。
問
�
で
解
説
し
た
よ
う
に
、
女
君
が
言
っ
て
い
る
﹁
U
生
の
露
～
﹂
は
、
通
っ
て
く
る
男
性
も
い
な
い

自
分
を
表
す
も
の
と
し
て
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
実
際
の
自
然
を
描
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
﹁
﹃
琴
の
音
﹄
を
響
か
せ
る
女
君
﹂
は
、
前
書
き
で
説

明
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
本
文
中
に
は
そ
の
様
子
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
﹁
右
衛
門
督
が
女
君
に
心
ひ
か
れ
る
い
き
さ
つ
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
﹂
も
正
し
く
な
い
。

右
衛
門
督
が
、
琴
の
音
を
き
っ
か
け
に
し
て
ひ
な
に
も
ま
れ
な
女
君
の
優
美
さ
に
惹
か
れ
た
こ
と
は
、
や
は
り
前
書
き
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
本
文
に
は
右
衛
門
督
と
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女
君
が
す
で
に
契
り
を
交
わ
し
た
後
の
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

2

は
、
高
い
敬
意
を
表
す
表
現
︵
二
重
尊
敬
・
最
高
敬
語
︶
が
、
﹁
都
人
の
右
衛
門
督
に
対
し
て
の
み
用
い
ら
れ
、
東
国
暮
ら
し
の
女
君
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
﹂
と
し
て

い
る
点
が
誤
り
。
﹁
見
さ
せ
給
へ
ば
﹂
︵
本
文
�
行
目
︶
・
﹁
う
ち
笑
ま
せ
給
へ
ば
﹂
︵
本
文

行
目
︶
な
ど
、
女
君
に
対
し
て
も
使
わ
れ
て
い
る
箇
所
は
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
﹁
身
分

11

の
差
が
は
っ
き
り
わ
か
る
﹂
や
、
﹁
身
分
違
い
の
恋
に
試
練
が
待
ち
受
け
て
い
る
﹂
も
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

3

は
、
﹁
周
囲
の
﹃
人
﹄
に
認
め
て
も
ら
う
こ
と
を
恋
の
成
就
の
重
要
な
条
件
と
考
え
る
﹂
が
、
本
文
に
そ
の
よ
う
に
読
み
取
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
又
、
厳
密
に
言
う
と
、

右
近
の
登
場
は
最
終
段
落
で
あ
り
、
そ
の
﹁
反
応
﹂
は
、
右
衛
門
督
と
女
君
の
﹁
や
り
と
り
の
合
間
に
﹂
は
﹁
差
し
挟
ま
れ
﹂
て
出
て
来
て
は
い
な
い
。

4

は
、
ま
ず
﹁
小
犬
﹂
が
誤
り
。
正
し
く
は
、
﹁
扇
﹂
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｃ

の
歌
は
Ａ

の
歌
に
添
え
た
一
文
の
内
容
を
再
び
確
認
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
二
首
の
間

に
詠
み
手
で
あ
る
右
衛
門
督
の
﹁
心
情
の
変
化
﹂
は
な
い
。
ま
た
、
女
君
の
歌
は
、
本
文
で
は
Ｂ

だ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
﹁
少
し
ず
つ
心
を
通
わ
せ
て
い
く
﹂
と
い
っ
た

﹁
心
情
の
変
化
﹂
は
見
て
取
り
よ
う
が
な
い
。

5

は
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
﹁
対
照
的
に
・
巧
み
に
﹂
描
か
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
説
明
さ
れ
て
い
る
内
容
は
全
て
本
文
と
合
致
し
て
い
て
誤
り
が

な
い
。
母
君
も
右
近
も
、
右
衛
門
督
と
女
君
の
関
係
の
事
実
を
知
る
と
﹁
さ
れ
ば
よ
︵
や
っ
ぱ
り
ね
︶
﹂
と
言
っ
て
お
り
、
二
人
と
も
早
く
か
ら
右
衛
門
督
と
女
君
の
関
係
を
怪

し
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
か
ら
、
﹁
敏
感
に
反
応
し
行
動
す
る
﹂
に
も
誤
り
は
な
く
、
下
総
守
に
つ
い
て
も
、
弟
君
に
つ
い
て
も
、
本
文
の
内
容
と
照
ら
し
て
間
違
い
が
な
い
。

よ
っ
て
、
5

が
正
解
。

選
択
肢
が
長
い
の
で
、
本
文
と
照
合
す
る
の
が
大
変
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

正
解

5

︵
�
点
︶

28
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第
�
問

漢
文

張
ち
よ
う

耒ら
い

﹃

張
ち
よ
う

耒ら
い

集
し
ゆ
う

﹄

﹇
書
き
下
し
文
﹈

始は
じ

め
余よ

丙へ
い

子し

の
秋あ

き

を
以も

つ

て
、
宛ゑ

ん

丘き
う

南な
ん

門も
ん

の
霊れ

い

通つ
う

禅ぜ
ん

刹さ
つ

の
西せ

い

堂だ
う

に
寓ぐ

う

居き
よ

す
。
是こ

の
歳と

し

の
季き

冬と
う

、
手て

づ
か
ら

両
り
や
う

海か
い

棠だ
う

を
堂だ

う

下か

に
植う

う
。
丁て

い

丑ち
う

の
春は

る

に
至い

た

り
、
時じ

沢た
く

屢
し
ば
し
ば

至い
た

り
、
棠だ

う

茂も

悦え
つ

す
る
な
り
。

仲
ち
ゆ
う

春
し
ゆ
ん

、
且ま

さ

に
華は

な

さ
か
ん
と
す
。
余よ

常つ
ね

に
与と

も

に
飲の

む

所
と
こ
ろ

の
者も

の

と
約や

く

し
、
且か

つ
美び

酒し
ゆ

を
致い

た

し
、
将ま

さ

に
樹じ

ゆ

間か
ん

に
一い

つ

酔す
い

せ
ん
と
す
。
是こ

の
月つ

き

の
六む

い

日か

、
予よ

謫た
く

書し
よ

を

被
か
う
む

り
、
治ち

行か
う

し
て

黄
く
わ
う

州し
う

に
之ゆ

く
。
俗ぞ

く

事じ

紛ふ
ん

然ぜ
ん

と
し
、
余よ

も
亦ま

た
居き

よ

を
遷う

つ

し
、
因よ

り
て
復ま

た
花は

な

を

省
か
へ
り

み
ず
。

黄
く
わ
う

に
到い

た

り
て
且ま

さ

に
周し

う

歳さ
い

な
ら
ん
と
す
。
寺じ

僧そ
う

の
書し

よ

来き

た
り
て
、
花は

な

の
自じ

如じ
よ

た
る
を
言い

ふ
な
り
。
余よ

因よ

り
て
思お

も

ふ
に
、
茲こ

の
棠だ

う

の
植う

ゑ
し

所
と
こ
ろ

は
、
余よ

の
寝し

ん

を
去さ

る
こ
と

十
じ
ゆ
つ

歩ぽ

と
無な

く
、
隣り

ん

里り

親し
ん

戚せ
き

と
一い

ち

飲い
ん

し
て
之こ

れ

を
楽た

の

し
ま
ん
と
欲ほ

つ

せ
ば
、
宜よ

ろ

し
く

必
か
な
ら

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
し
な

ふ
。
事こ

と

の
知し

る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
此か

く
の
ご
と
し
。
今い

ま

棠だ
う

を
去さ

る
こ
と
且ま

さ

に
千ぜ

ん

里り

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
行か

う

止し

は
未い

ま

だ

自
み
づ
か

ら
期き

す
る
こ
と
能あ

た

は
ざ
れ
ば
、
其そ

の
棠だ

う

に
于お

い
て
は
未い

ま

だ
遽に

は

か
に
は
見み

る
を
得え

ざ
る
な
り
。
然し

か

れ
ど
も
均ひ

と

し
く
知し

る
べ
か
ら
ざ
る
に
于お

い
て
は
、

則
す
な
は

ち
亦ま

た
安い

づ

く
ん
ぞ
此こ

の
花は

な

の
忽こ

つ

然ぜ
ん

と
し
て
吾わ

が
目も

く

前ぜ
ん

に
在あ

ら
ざ
る
を
知し

ら
ん
や
。

﹇
通

釈
﹈

以
前
私
は
丙へ

い

子し

の
年
︵
紹
聖
三
年
︶
の
秋
に
、
宛
丘
の
南
門
に
あ
っ
た
霊
通
寺
の
西
堂
に
仮
り
住
ま
い
し
て
い
た
。
こ
の
年
の
冬
の
末
に
、
自
分
の
手
で
二
本
の
海
棠
の
木
を
西
堂

の
そ
ば
に
植
え
た
。
︵
翌
︶
丁
丑
の
年
︵
紹
聖
四
年
︶
の
春
に
、
時
宜
を
得
て
降
る
恵
み
の
雨
も
た
び
た
び
降
っ
て
、
海
棠
は
盛
ん
に
し
げ
っ
て
成
長
し
た
。
陰
暦
の
二
月
、
い
ま
に

も
花
が
咲
き
そ
う
に
な
っ
た
。
私
は
い
つ
も
一
緒
に
酒
を
く
み
か
わ
す
友
人
と
約
束
し
、
美
酒
を
取
り
寄
せ
て
、
︵
花
の
咲
い
た
海
棠
の
︶
木
の
下
で
︵
花
見
の
宴
を
催
し
て
︶
飲
も

う
と
思
っ
た
。
︵
と
こ
ろ
が
︶
そ
の
月
の
六
日
、
私
は
左
遷
を
命
じ
る
文
書
を
受
け
て
、
︵
す
ぐ
に
︶
旅
支
度
を
し
て
黄
州
に
向
か
っ
た
。
︵
政
変
に
よ
っ
て
︶
世
の
中
は
騒
が
し
く
な

り
、
私
も
ま
た
住
ま
い
を
移
し
、
そ
れ
で
、
そ
れ
き
り
海
棠
の
花
を
見
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
黄
州
に
来
て
一
年
が
た
と
う
と
し
て
い
た
。
︵
そ
の
こ
ろ
、
あ
の
宛
丘
の
︶
霊
通
寺
の

僧
か
ら
手
紙
が
届
い
て
、
︵
私
が
植
え
た
海
棠
の
︶
花
が
以
前
と
同
じ
よ
う
に
花
を
咲
か
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
は
そ
こ
で
思
っ
た
。
あ
の
海
棠
を
植
え
た
と
こ
ろ
は
、
私

の
︵
住
ん
で
い
た
︶
部
屋
か
ら
十
歩
と
離
れ
て
お
ら
ず
、
隣
近
所
の
人
や
親
戚
の
者
と
︵
花
を
見
て
︶
宴
を
開
い
て
楽
し
も
う
と
思
え
ば
、
何
の
難
し
い
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
︵
あ
の
と
き
︶
ま
さ
に
そ
う
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
か
ら
先
に
起
こ
る
こ
と
を
予
測
で
き
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
で
あ
る
。
今
海
棠
と
は
千
里
も
あ
ろ

う
か
と
い
う
ほ
ど
離
れ
て
お
り
、
ま
た
わ
が
身
は
左
遷
の
罪
を
被
っ
て
い
て
、
自
分
の
出
処
進
退
も
自
分
で
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
︵
自
分
が
植
え
た
︶
海
棠
の

花
を
す
ぐ
に
は
見
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
く
一
寸
先
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
は
、
ま
た
、
ど
う
し
て
こ
の
︵
海
棠
の
︶
花
が
思
い
が

け
ず
私
の
目
の
前
に
存
在
す
る
こ
と
が
な
い
と
わ
か
る
だ
ろ
う
か
︵
、
い
や
、
逆
に
、
思
い
が
け
ず
罪
を
許
さ
れ
て
、
目
の
前
で
あ
の
海
棠
の
花
を
見
る
日
も
訪
れ
る
か
も
し
れ
な
い

の
だ
︶
。
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﹇
解

説
﹈

問
�

語
の
意
味
と
熟
語
の
合
致
の
問
題

⑴

標
準

⑵

標
準

傍
線
部
⑴
﹁
手
﹂
・
⑵
﹁
致
﹂
と
同
じ
意
味
の
﹁
手
﹂
﹁
致
﹂
を
含
む
熟
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
選
べ
。

問
�
は
、
二
〇
〇
九
年
度
か
ら
二
〇
一
二
年
度
ま
で
、
四
年
連
続
で
﹁
語
句
の
意
味
﹂
の
問
題
で
あ
っ
た
が
、
傾
向
に
変
化
が
見
ら
れ
た
。
二
〇
〇
四
年
度
か
ら
二
〇
〇
八
年

度
は
五
年
連
続
﹁
漢
字
の
読
み
﹂
の
問
題
で
あ
っ
た
か
ら
、
今
回
の
形
は
し
ば
ら
く
続
く
か
も
し
れ
な
い
。

⑴
﹁
手
﹂
は
、
﹁

両
り
や
う

海か
い

棠だ
う

を
堂だ

う

下か

に
植う

う
﹂
の
﹁
植
う
﹂
を
修
飾
す
る
か
ら
、
副
詞
で
、
﹁
手て

づ
か
ら
﹂
と
読
む
。
﹁
自
分
の
手
で
。
直
接
自
分
の
手
を
使
っ
て
﹂
、
あ
る
い
は
、

﹁
自
ら
。
自
分
で
﹂
の
意
で
あ
る
。
含
ま
れ
る
﹁
手
﹂
が
そ
の
意
味
に
な
る
熟
語
は
3

﹁
手し

ゆ

記き

﹂
︵
自�

分�

で�

記
し
た
も
の
。
自�

ら�

体
験
し
た
こ
と
な
ど
を
書
き
綴
っ
た
も
の
︶
で

あ
る
。
正
解
は
3

。

1

﹁
名め

い

手し
ゆ

﹂
は
﹁
す
ぐ
れ
た
腕
前
の
人�

﹂
。
2

﹁
挙き

よ

手し
ゆ

﹂
は
﹁
手�

を
あ
げ
る
こ
と
﹂
。
4

﹁
手し

ゆ

腕わ
ん

﹂
は
﹁
手
﹂
も
﹁
腕
﹂
も
﹁
う�

で�

ま�

え�

。
技�

量�

﹂
の
こ
と
。
5

﹁
手し

ゆ

法ほ
う

﹂
は

﹁
物
を
作
っ
た
り
事
を
行
な
っ
た
り
す
る
際
の
や�

り�

方�

。
技�

術�

的
な
方
法
﹂
。

⑵
﹁
致
﹂
は
﹁
い
た
す
﹂
と
読
む
動
詞
で
あ
る
。
﹁
送
り
届
け
る
。
つ
か
わ
す
。
や
る
﹂
﹁
与
え
る
。
授
け
る
﹂
﹁
伝
え
る
。
言
い
や
る
﹂
﹁
示
す
。
表
す
﹂
﹁
ゆ
だ
ね
る
。
ま
か

せ
る
﹂
﹁
極
め
る
。
尽
く
す
﹂
﹁
招
く
。
誘
う
﹂
﹁
集
め
る
﹂
﹁
得
る
。
手
に
入
れ
る
﹂
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
も
つ
。
こ
こ
は
、
﹁
美び

酒し
ゆ

を
致い

た

し
、
将ま

さ

に
樹じ

ゆ

間か
ん

に
一い

つ

酔す
い

せ
ん
と

す
﹂
と
い
う
文
脈
に
あ
り
、
﹁
手
に
入
れ
る
。
取
り
寄
せ
る
﹂
の
よ
う
な
意
で
あ
ろ
う
。
最
も
近
い
の
は
、
2

の
﹁

招
し
よ
う

致ち

﹂
︵
ま
ね
き
寄�

せ�

る�

︶
で
あ
ろ
う
。
正
解
は
2

。

1

﹁
筆ひ

つ

致ち

﹂
は
﹁
書
き
ぶ�

り�

。
文
章
の
お�

も�

む�

き�

﹂
。
3

﹁

極
き
よ
く

致ち

﹂
は
﹁
こ
の
上
な
い
お�

も�

む�

き�

﹂
。
4

﹁
風ふ

う

致ち

﹂
は
﹁
美
し
い
お�

も�

む�

き�

﹂
。
5

﹁
一い

つ

致ち

﹂
は
﹁
一
つ
に
な

る
こ
と
。
相
合
す
る
こ
と
﹂
で
、
﹁
致
﹂
は
﹁
か�

さ�

な�

る�

﹂
意
で
あ
る
。

正
解

⑴

3

⑵

2

︵
各
C
点
︶

29

30

問
�

心
情
説
明
の
問
題

基
本

傍
線
部
Ａ

﹁
時

沢

屢

至
、
棠

茂

悦

也
﹂
か
ら
読
み
取
れ
る
筆
者
の
心
情
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

傍
線
部
Ａ

﹁
時じ

沢た
く

屢
し
ば
し
ば

至い
た

り
、
棠だ

う

茂も

悦え
つ

す
る
な
り
﹂
そ
の
も
の
は
、
﹁
時
沢
﹂
﹁
茂
悦
﹂
に
そ
れ
ぞ
れ
︵
注
�
・
	
︶
が
つ
い
て
い
る
か
ら
、
﹁
時
宜
を
得
て
︵
＝
ち
ょ
う
ど
よ

い
時
を
と
ら
え
て
︶
降
る
恵
み
の
雨
も
た
び
た
び
降
っ
て
、
海
棠
は
盛
ん
に
し
げ
り
成
長
し
た
の
で
あ
る
﹂
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
。
書
い
て
あ
る
こ
と
は
、
海
棠
の
こ
と
で
あ
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る
が
、
そ
れ
は
筆
者
が
﹁
手
づ
か
ら
﹂
植
え
た
思
い
入
れ
の
あ
る
木
で
、
設
問
の
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
筆
者
自
身
の
心
情
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

海
棠
に
と
っ
て
﹁
時
沢
﹂
は
恵
み
の
雨
で
あ
り
、
﹁
茂
悦�

﹂
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
こ
の
傍
線
部
の
心
情
は
プ
ラ
ス
方
向
の
も
の
で
あ
る
。
3

の
よ
う
に
、
﹁
退
屈

を
覚
え
始
め
て
い
る
﹂
と
か
、
4

の
よ
う
に
、
﹁
春
の
雨
に
﹂
﹁
閉へ

い

口こ
う

し
て
い
る
﹂
と
か
、
5

の
よ
う
に
、
﹁
前
途
へ
の
不
安
を
募つ

の

ら
せ
て
い
る
﹂
と
か
い
う
よ
う
な
、
マ
イ
ナ
ス

の
心
情
と
は
考
え
に
く
い
。
3

・
4

・
5

は
消
去
す
る
。

2

は
、
﹁
今
年
の
豊
作
を
予
感
し
﹂
が
唐
突
で
あ
る
し
、
筆
者
は
﹁
人
々
が
幸
福
に
募
ら
せ
る
こ
と
を
期
待
﹂
す
る
と
こ
ろ
ま
で
の
考
え
は
持
っ
て
い
な
い
。
少
く
と
も
、
そ

の
よ
う
に
言
え
る
根
拠
が
文
中
に
な
い
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
正
解
は
1

。
﹁
謫
書
を
被
﹂
っ
て
左
遷
さ
れ
る
ま
で
の
、
宛
丘
の
霊
通
寺
で
の
生
活
は
﹁
心
静
か
な
﹂
も
の
で
、

そ
の
生
活
に
、
筆
者
は
﹁
満
足
﹂
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

正
解

1

︵
D
点
︶

31

問
�

状
況
の
説
明
の
問
題

標
準

傍
線
部
Ｂ

﹁
不
㆓

復

省
㆒㆑

花
﹂
か
ら
読
み
取
れ
る
筆
者
の
状
況
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

傍
線
部
Ｂ

は
送
り
が
な
が
省
か
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
は
、
﹁
不
復
…
﹂
の
形
の
句
法
の
ポ
イ
ン
ト
に
着
眼
で
き
れ
ば
、
﹁
復ま

た
花は

な

を

省
か
へ
り

み
ず
﹂
と
読
む
こ
と
は
、
比
較
的
容
易

で
あ
ろ
う
。

﹁
不
㆓

復
Ａ
㆒

(
ま
タ
Ａ
セ
ず
︶
﹂
は
、
い
わ
ゆ
る
部
分
否
定
の
形
で
、
﹁
二
度
と
再
び
Ａ
し
な
い
﹂
と
訳
す
の
で
あ
る
が
、
こ
の
﹁
復
た
﹂
に
よ
る
部
分
否
定
は
、
﹁
一
度
は
Ａ
し

た
が
、
二
度
と
再
び
Ａ
し
な
か
っ
た
﹂
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
場
合
と
、
﹁
一
度
は
Ａ
し
た
が
﹂
と
い
う
前
提
は
な
く
、
﹁
そ
れ
き
り
、
二
度
と
再
び
Ａ
し
な
か
っ
た
﹂
と
い
う

ニ
ュ
ア
ン
ス
の
場
合
と
が
あ
り
、
こ
こ
は
後
者
の
ほ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
﹁
筆
者
は
政
変
に
際
し
て
黄
州
に
左
遷
さ
れ
﹂
︵
こ
こ
ま
で
は
す
べ
て
の
選
択
肢
が
共
通
し
て
い
る
︶
、

海
棠
を
植
え
た
宛
丘
の
地
を
離
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
3

﹁
そ
れ
き
り
海
棠
の
花
を
見
る
こ
と
が
な
か
っ
た
﹂
の
で
あ
る
。

海
棠
は
﹁
且ま

さ

に
華は

な

さ
か
ん
と
﹂
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
い
ま
に
も
咲
こ
う
か
と
い
う
状
態
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
咲
い
た
花
は
見
な
い
ま
ま
黄
州
に
行
っ
た
と
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

1

は
、
﹁
ふ
た
た
び
…
に
な
っ
た
﹂
で
、
否
定
の
意
が
な
い
し
、
以
前
誰
か
に
海
棠
を
﹁
委
ね
﹂
て
も
い
な
い
。
2

も
、
以
前
一
度
﹁
海
棠
を
移
し
替
え
﹂
た
こ
と
が
あ
る
わ

け
で
は
な
く
、
﹁
で�

き�

な
か
っ
た
﹂
の
不
可
能
の
意
も
よ
け
い
で
あ
る
。
4

の
﹁
ま
た
…
な
か
っ
た
﹂
で
は
全
部
否
定
に
な
り
、
以
前
に
も
﹁
花
見
の
宴
を
開
く
約
束
を
果
た
せ

な
か
っ
た
﹂
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
間
違
い
。
5

は
い
か
に
も
部
分
否
定
の
形
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
、
﹁
且
に
華
さ
か
ん
と
す
﹂
が
ど
の
程
度
﹁
咲
か
ん
と
す
﹂
な
の

か
は
微
妙
で
も
あ
る
が
、
一
度
﹁
海
棠
の
花
を
咲
か
せ
る
こ
と
﹂
が
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
た
い
。
5

も
﹁
で�

き�

な
か
っ
た
﹂
の
不
可
能
の
意
が
キ
ズ
で
あ
る
。
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正
解

3

︵
D
点
︶

32

問
�

傍
線
部
﹁
時
点
﹂
を
問
う
問
題

基
本

傍
線
部
Ｃ

﹁
寺

僧

書

来
﹂
に
つ
い
て
、
こ
の
こ
と
が
あ
っ
た
の
は
い
つ
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

﹁

黄
く
わ
う

に
到い

た

り
て
且ま

さ

に
周し

う

歳さ
い

な
ら
ん
と
﹂
し
て
﹁
寺
僧
の
書
﹂
が
届
い
た
の
で
あ
る
。
﹁
周
歳
﹂
は
﹁
ま
る
一
年
。
満
一
年
﹂
の
こ
と
で
あ
る
。
﹁
黄
に
到
﹂
っ
た
の
は
、
つ
ま
り
、

左
遷
先
の
黄
州
に
着
い
た
の
は
﹁
謫
書
﹂
を
﹁
被
﹂
っ
た
﹁
是
の
日
︵
＝
仲
春
＝
陰
暦
二
月
︶
の
六
日
﹂
か
ら
間
も
な
く
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
か
ら
丸
一

年
に
な
ろ
う
と
す
る
こ
ろ
な
の
で
あ
る
か
ら
、
﹁
寺
僧
の
書
﹂
が
届
い
た
の
は
、
3

﹁
筆
者
が
左
遷
さ
れ
た
︵
こ
こ
ま
で
は
全
選
択
肢
共
通
︶
翌�

年�

の
春�

﹂
で
あ
る
。

正
解

3

︵
D
点
︶

33

問
�

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

標
準

傍
線
部
Ｄ

﹁
欲

与

隣

里

親

戚

一

飲

而

楽

之
﹂
に
つ
い
て
、
返
り
点
の
つ
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
。

ポ
イ
ン
ト
は
﹁
与
﹂
で
あ
る
。
﹁
与
﹂
は
用
法
の
多
い
重
要
語
で
、
1

・
2

の
よ
う
に
﹁
と
﹂
と
も
、
3

・
4

の
よ
う
に
﹁

与
あ
ず
か

る
﹂
と
も
、
5

の
よ
う
に
﹁
与あ

た

ふ
﹂
と
も
読

め
る
。

し
か
し
、
﹁

与
あ
づ
か

る
﹂
は
﹁
か
か
わ
る
。
関
与
す
る
﹂
意
で
あ
り
、
3

で
は
、
﹁
隣
近
所
や
親
戚
の
人
々
の
宴
に
か
か
わ
ろ
う
と
し
て
﹂
、
4

で
は
、
﹁
隣
近
所
や
親
戚
の
人
々
に

か
か
わ
ろ
う
と
し
て
﹂
の
よ
う
に
な
っ
て
、
変
で
あ
る
。
花
見
の
宴
は
筆
者
は
開
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
宴
は
﹁
隣
近
所
や
親
戚
の
人
々
に
か
か
わ
ろ
う
と
し
て
﹂
開
こ

う
と
い
う
の
で
は
な
い
。

5

も
、
﹁
隣
近
所
や
親
戚
の
人
々
に
与
え
て
﹂
と
始
ま
っ
て
は
、
何
を
﹁
与
え
﹂
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。

3

・
4

・
5

は
消
去
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
1

・
2

は
解
釈
し
て
み
る
と
、

1

は
、
﹁
隣
近
所
や
親
戚
の
人
々
と
一
杯
や
ろ
う
と
し
て
宴
を
楽
し
む
の
は
﹂

2

は
、
﹁
隣
近
所
や
親
戚
の
人
々
と
一
杯
や
っ
て
宴
を
楽
し
も
う
と
思
え
ば
﹂

と
な
る
が
、
海
棠
の
花
の
も
と
で
の
花
見
の
宴
は
、
4

の
場
合
同
様
、
﹁
隣
里
親
戚
と
一
飲
﹂
す
る
た
め
で
は
な
い
。
よ
っ
て
、
1

に
は
そ
の
点
に
キ
ズ
が
あ
る
。
あ
く
ま
で
こ

こ
は
、
﹁
そ
う
し
よ
う
と
思
え
ば
﹂
で
き
た
と
い
う
こ
と
を
、
つ
ま
り
、
仮
定
で
も
の
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
正
解
は
2

。
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正
解

2

︵
D
点
︶

34

問
�

傍
線
部
の
解
釈
の
問
題

標
準

傍
線
部
Ｅ

﹁
事

之

不
㆑

可
㆑

知

如
㆑

此
﹂
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

﹁
此か

く
の
ご
と
し
﹂
の
解
釈
は
、
全
選
択
肢
が
﹁
こ
の
よ
う
で
あ
る
﹂
と
共
通
し
て
い
る
か
ら
、
問
題
は
、
﹁
事
の
知
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
﹂
の
解
釈
な
の
で
あ
る
が
、
実
は
、

そ
れ
が
﹁
此
く
の
ご
と
し
﹂
の
さ
し
示
す
こ
と
と
合
致
す
る
こ
と
に
な
る
。

﹁
此
く
の
ご
と
し
﹂
は
、
筆
者
が
宛
丘
の
霊
通
寺
の
西
堂
に
寓
居
し
て
い
た
こ
ろ
に
植
え
た
海
棠
の
木
が
、
仲
春
に
な
っ
て
﹁
且
に
華
さ
か
ん
と
﹂
し
て
い
た
と
き
、
﹁
常
に
与

に
飲
む
者
と
﹂
約
束
し
て
、
花
が
咲
い
た
ら
木
の
下
で
花
見
の
宴
を
や
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
矢
先
、
﹁
至
る
に

垂
な
ん
な
ん

と
し
て
之
を
失
﹂
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
、
左
遷
さ
れ
て
黄
州

に
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
て
、
花
見
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
さ
し
て
い
る
。
左
遷
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
予
測
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で

あ
り
、
人
生
、
ま
さ
に
﹁
一
寸
先
は
闇
﹂
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
正
解
は
4

。

1

﹁
こ
の
地
で
知
人
を
見
つ
け
ら
れ
な
い
事
の
い
き
さ
つ
﹂
、
2

﹁
事
の
善
悪
を
自
分
勝
手
に
判
断
し
て
は
い
け
な
い
﹂
、
3

﹁
自
分
の
事
が
他
人
に
理
解
さ
れ
る
は
ず
も
な

い
﹂
、
5

﹁
努
力
し
て
も
事
が

成
じ
よ
う

就じ
ゆ

す
る
と
は
限
ら
な
い
﹂
は
、
い
ず
れ
も
、
本
文
中
に
そ
れ
に
該
当
す
る
根
拠
が
な
い
。

正
解

4

︵
D
点
︶

35

問
	

書
き
下
し
文
と
解
釈
の
組
合
せ
の
問
題

標
準

傍
線
部
Ｆ

﹁
安

知
㆕

此

花

不
㆔

忽

然

在
㆓

吾

目

前
㆒

乎
﹂
に
つ
い
て
、
書
き
下
し
文
と
解
釈
と
の
組
合
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

句
法
上
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
﹁
安
…
乎
﹂
で
、
1

・
4

は
﹁
安い

づ

く
に
か
﹂
、
2

・
3

・
5

が
﹁
安い

づ

く
ん
ぞ
﹂
で
、
選
択
肢
は
�
対
�
の
配
分
に
な
っ
て
い
る
が
、
﹁
ど
こ
に
…
﹂

と
場
所
を
尋
ね
る
雰
囲
気
は
乏
し
い
か
ら
、
お
そ
ら
く
﹁
ど
う
し
て
…
﹂
、
つ
ま
り
﹁
安
く
ん
ぞ
﹂
の
ほ
う
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
﹁
…
ん
か�

﹂
と
い
う
読
み
は
不
可
能
で
は

な
い
が
、
基
本
的
に
は
﹁
…
ん
や


﹂
で
反
語
形
で
あ
る
か
ら
、
﹁
安
く
ん
ぞ
…
ん
や
﹂
と
呼
ん
で
い
る
3

・
5

が
残
り
そ
う
で
あ
る
。

右
の
よ
う
に
、
句
法
上
の
知
識
で
絞
り
込
ん
で
ゆ
く
こ
と
が
で
き
そ
う
で
は
あ
る
が
、
何
と
な
く
見
て
い
る
と
、
ど
れ
で
も
読
み
方
と
し
て
は
あ
り
そ
う
で
、
や
っ
か
い
な
問

題
で
あ
る
。

一
方
、
解
釈
の
ほ
う
の
選
択
肢
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
1

・
4

は
、
﹁
…
分
か
る
人�

が
い
る
の
か
﹂
﹁
分
か
る
人�

が
い
る
だ
ろ
う
か
﹂
で
、
﹁
人
﹂
と
解
釈
し
て
い
る
点
に
や
や
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違
和
感
が
あ
る
。
ま
た
、
﹁
忽
然
﹂
は
、
﹁
に
わ
か
だ
。
突
然
だ
﹂
の
意
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
﹁
ぼ
ん
や
り
と
で
も
﹂
と
し
て
い
る
、
2

・
4

は
間
違
っ
て
い
る
。

や
は
り
、
3

か
5

が
適
当
な
よ
う
で
あ
る
が
、
5

で
は
、
今
目
の
前
に
海
棠
の
花
が
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
答
は
3

に
な
る
。

こ
の
傍
線
部
の
直
前
に
あ
る
、
﹁
均ひ

と

し
く
知
る
べ
か
ら
ざ
る
に
于お

い
て
は
﹂
は
、
傍
線
部
Ｅ

の
﹁
事こ

と

の
知
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
﹂
と
対
応
し
て
い
る
。

一
見
見
つ
け
に
く
い
が
、
﹁
茲こ

の
棠だ

う

の
植う

ゑ
し
所
は
、
余よ

の
寝し

ん

を
去
る
こ
と
十
歩
と
無
く
﹂
と
﹁
今
棠だ

う

を
去
る
こ
と
且ま

さ

に
千
里
な
ら
ん
と
し
﹂
が
﹁
対
﹂
に
な
っ
て
お
り
、
﹁
隣り

ん

里り

親
戚
と
一い

ち

飲い
ん

し
て
之こ

れ

を
楽
し
ま
ん
と
欲
せ
ば
、
宜よ

ろ

し
く
必
ず
難か

た

き
こ
と
無
き
を
得う

べ
き
な
り
﹂
と
﹁
身
は
罪
籍
に
在
り
て
、
其そ

の
行か

う

止し

は
未い

ま

だ

自
み
づ
か

ら
期き

す
る
こ
と
能あ

た

は
ざ
れ

ば
、
其
の
棠だ

う

に
于お

い
て
は
未
だ
遽に

は

か
に
は
見
る
を
得え

ざ
る
な
り
﹂
が
﹁
対
﹂
に
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
傍
線
部
Ｆ

は
、
﹁
至
る
に

垂
な
ん
な
ん

と
し
て
之こ

れ

を
失
ふ
﹂
と
﹁
対
﹂

に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
、
対
義
的
な
﹁
対
﹂
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
傍
線
部
Ｆ

で
言
い
た
い
こ
と
は
、
﹁
ま
さ
に
花
も
咲
こ
う
と
し
て
花
見
の
宴
も
す
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
に
、
ダ
メ
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
﹂
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
の
と
反�

対�

に
、
﹁
今
、
目
の
前
に
海
棠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
思
い
が
け
ず
あ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
だ
っ
て
あ
る
か
も
し

れ
な
い
﹂
と
い
う
内
容
で
あ
っ
て
ほ
し
い
こ
と
な
る
。
実
は
、
こ
こ
で
言
い
た
い
こ
と
が
、
次
の
問
�
の
正
解
に
も
関
連
す
る
。

正
解

3

︵
D
点
︶

36

問
�

本
文
全
体
に
表
れ
た
筆
者
の
心
情
説
明
の
問
題

応
用

こ
の
文
章
全
体
か
ら
読
み
取
れ
る
筆
者
の
心
境
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

問
	
の
解
説
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
本
文
末
尾
の
、
傍
線
部
Ｆ

で
言
い
た
い
こ
と
が
、
こ
の
問
�
に
も
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
先
に
起
こ
る
事
と
い
う
の
は
予
測
し
が

た
い
も
の
で
あ
る
が
、
悪
い
事
態
も
予
測
し
が
た
い
と
同
じ
よ
う
に
、
今
不
遇
な
状
況
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
、
よ
い
事
態
に
転
じ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
予

測
し
が
た
い
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
今
は
左
遷
さ
れ
て
不
遇
な
日
々
を
す
ご
し
て
い
る
が
、
い
つ
か
許
さ
れ
て
ま
た
、
か
つ
て
の
よ
う
に
海
棠
の
花
を
見
る
こ
と
の
で
き
る

日
も
く
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
﹁
悲
し
み
に
没
入
す
る
こ
と
な
く
運
命
を
大
局
的
に
と
ら
え
、
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い
る
﹂
は
、
ず
い
ぶ
ん
前
向
き
な

表
現
で
は
あ
る
が
、
正
解
は
5

と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

1

は
、
﹁
宗
教
的
修
行
を
積
ん
だ
人
間
へ
の
敬
意
を
深
め
﹂
﹁
人
間
と
い
う
存
在
を
信
頼
し
よ
う
と
思
い
直
し
て
い
る
﹂
が
キ
ズ
。

2

は
、
﹁
花
へ
の
執
着
を
捨
て
ら
れ
な
い
自
分
を
嫌
悪
﹂
﹁
将
来
に
対
し
て
悲
観
的
に
な
っ
て
い
る
﹂
が
キ
ズ
。

3

は
、
﹁
人
々
か
ら
交
際
を
絶
た
れ
る
と
い
う
体
験
﹂
が
、
文
中
に
な
い
。

4

は
、
﹁
何
も
で
き
な
い
と
、
焦
燥
感
に
駆
ら
れ
て
い
る
﹂
が
キ
ズ
。
2

・
4

の
よ
う
に
、
マ
イ
ナ
ス
志
向
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
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正
解

5

︵
D
点
︶

37
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