
二
〇
一
四
年
度
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験

解
説
︿
古
典
﹀

第
�
問

古
文

﹃
源
氏
物
語
﹄
﹁
夕
霧
﹂

﹇
出

典
﹈

﹃
源
氏
物
語
﹄
は
、
平
安
時
代
中
期
に
成
立
し
た
物
語
。
作
者
は
紫
式
部
。
出
題
さ
れ
た
﹁
夕
霧
﹂
は
、
第
三
十
九
帖
で
、
光
源
氏
五
十
歳
の
時
分
を
描
い
て
い
る
巻
。
登
場
し
て

い
る
夕
霧
は
、
光
源
氏
の
長
男
︵
母
は
源
氏
の
最
初
の
正
妻
で
あ
る
葵
の
上
︶。
夕
霧
は
、
父
の
教
育
方
針
で
、
大
学
で
学
問
を
修
め
、
ま
め
人
︵
実
直
な
人
物
︶
と
し
て
成
長
し
、

幼
な
じ
み
で
あ
る
雲
居
雁
と
結
婚
す
る
。
今
回
出
題
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
ま
め
人
で
あ
っ
た
は
ず
の
夕
霧
が
、
柏
木
︵
光
源
氏
の
親
友
で
、
葵
の
上
の
兄
で
あ
る
頭
中
将
の
子
︶
の
未

亡
人
で
あ
る
落
葉
宮
と
い
う
女
性
に
心
惹
か
れ
、
そ
の
こ
と
に
腹
を
立
て
た
雲
居
雁
が
実
家
へ
帰
っ
て
し
ま
っ
た
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
、
平
安
時
代
成
立
の
物
語
か
ら
の
出
題
は
久
々
の
こ
と
で
、
本
試
で
は
二

〇
〇
〇
年
の
﹃
宇
津
保
物
語
﹄
以
来
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、﹃
源
氏
物
語
﹄
は
、
一
九
八
九
年
に
セ
ン
タ
ー
試
験
の
前
身
で
あ
る
共
通
一
次
試
験
で
﹁
胡
蝶
﹂
の
巻
が
出
題
さ
れ
た

こ
と
が
あ
り
、
セ
ン
タ
ー
試
験
に
な
っ
て
か
ら
は
、
一
九
九
九
年
の
追
試
験
で
﹁
薄
雲
﹂
の
巻
、
二
〇
〇
三
年
の
追
試
験
で
﹁
手
習
﹂
の
巻
が
出
題
さ
れ
て
い
る
が
、
セ
ン
タ
ー
試
験

本
試
験
で
の
出
題
は
初
め
て
で
あ
る
。

﹇
通

釈
﹈

三
条
殿
は
、﹁︵
夫
と
の
関
係
は
も
う
︶
お
終
い
で
あ
る
よ
う
だ
﹂
と
、︵
ま
た
︶﹁﹃︵
ま
さ
か
︶
そ
れ
ほ
ど
の
こ
と
﹇
＝
夫
に
捨
て
ら
れ
る
ほ
ど
の
こ
と
﹈
も
あ
る
ま
い
﹄
と
、
一
方

で
は
︵
夫
を
︶
頼
み
に
思
っ
て
い
た
が
、﹃
実
直
な
人
が
心
変
わ
り
す
る
と
跡
形
も
な
く
︵
別
人
の
よ
う
に
な
る
︶
﹄
と
︵
人
か
ら
︶
聞
い
た
の
は
、
本
当
で
あ
っ
た
よ
﹂
と
、
夫
婦
の

仲
を
見
届
け
た
感
じ
が
し
て
、﹁
何
と
し
て
も
夫
の
無
礼
な
し
う
ち
を
目
に
す
る
ま
い
﹂
と
お
思
い
に
な
っ
た
の
で
、
父
お
と
ど
の
邸
﹇
＝
実
家
﹈
へ
﹁
方
違
え
﹇
＝
外
出
先
が
凶
に

当
た
る
場
合
に
ま
ず
他
所
へ
泊
ま
っ
て
そ
こ
か
ら
目
的
地
へ
行
く
こ
と
﹈
に
行
こ
う
﹂
と
い
う
こ
と
に
し
て
お
移
り
に
な
っ
た
と
こ
ろ
、︵
姉
妹
に
当
た
る
︶
女
御
が
実
家
に
︵
戻
っ

て
︶
い
ら
っ
し
ゃ
る
折
な
ど
に
対
面
な
さ
り
、
少
し
悩
み
が
晴
れ
る
こ
と
だ
と
お
思
い
に
な
っ
て
、
い
つ
も
の
よ
う
に
急
い
で
お
帰
り
に
も
な
ら
な
い
。

大
将
殿
も
お
聞
き
に
な
っ
て
、﹁
や
っ
ぱ
り
ね
、
実
に
短
気
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
御
気
性
だ
。
こ
の
人
の
父
お
と
ど
も
、
ま
た
、
い
か
に
も
大
人
ら
し
い
落
ち
着
い
た
と
こ
ろ
が
何
と

い
っ
て
も
な
く
、︵
父
娘
と
も
ど
も
︶
ひ
ど
く
せ
っ
か
ち
で
、
派
手
に
ふ
る
ま
っ
て
事
を
荒
立
て
な
さ
る
人
た
ち
で
あ
っ
て
、﹃
気
に
く
わ
な
い
、︵
顔
も
︶
見
た
く
な
い
、︵
声
も
︶
聞
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き
た
く
も
な
い
﹄
な
ど
と
、
き
っ
と
い
ろ
い
ろ
と
ひ
ね
く
れ
た
こ
と
を
し
で
か
し
な
さ
る
だ
ろ
う
﹂
と
、
思
わ
ず
は
っ
と
な
さ
っ
て
、
三
条
殿
の
︵
日
常
住
ま
う
︶
邸
に
い
ら
っ

し
ゃ
っ
た
と
こ
ろ
、
子
ど
も
た
ち
も
何
人
か
は
残
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
︱
︱
︵
三
条
殿
は
︶
姫
君
た
ち
と
、
そ
れ
か
ら
幼
い
子
と
を
連
れ
て
︵
実
家
に
︶
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た

の
だ
っ
た
︱
︱
、︵
父
の
姿
を
︶
見
つ
け
て
喜
ん
で
ま
つ
わ
り
つ
き
、
あ
る
い
は
母
上
を
恋
い
慕
い
申
し
上
げ
て
悲
し
ん
で
泣
き
な
さ
る
の
を
、
︵
大
将
殿
は
︶
﹁
か
わ
い
そ
う
だ
﹂
と

お
思
い
に
な
る
。

︵
大
将
殿
は
三
条
殿
に
︶
手
紙
を
度
々
差
し
上
げ
て
、
迎
え
に
︵
使
い
の
者
を
︶
参
上
さ
せ
な
さ
る
け
れ
ど
、︵
三
条
殿
か
ら
は
︶
お
返
事
さ
え
な
い
。﹁
こ
の
よ
う
に
頑
な
で
軽
は

ず
み
な
妻
で
あ
る
よ
﹂
と
、
気
に
く
わ
な
く
感
じ
な
さ
る
け
れ
ど
、
父
お
と
ど
が
見
聞
き
な
さ
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
の
で
、
日
が
暮
れ
て
か
ら
自
ら
︵
父
お
と
ど
の
邸
へ
︶
参
上
な

さ
っ
た
。﹁︵
三
条
殿
は
︶
寝
殿
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
﹂
と
い
う
こ
と
で
、︵
三
条
殿
が
実
家
で
︶
い
つ
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
部
屋
に
は
、
女
房
た
ち
だ
け
が
控
え
て
い
る
。
若
君
た
ち
が
乳

母
と
一
緒
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。

︵
大
将
殿
が
︶﹁
今
さ
ら
︵
年
甲
斐
も
な
く
︶
若
者
じ
み
た
御
交
際
︵
を
す
る
こ
と
︶
で
す
ね
え
。
こ
の
よ
う
な
︵
幼
い
︶
子
を
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
放
っ
て
置
き
な
さ
っ
て
、
ど
う

し
て
寝
殿
で
の
御
交
談
な
ど
…
…
。︵
私
と
は
︶
不
釣
り
合
い
な
御
性
格
と
は
長
年
見
て
い
て
わ
か
っ
て
お
り
ま
し
た
け
れ
ど
、
そ
う
な
る
前
世
か
ら
の
宿
縁
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
、
昔
か
ら
︵
あ
な
た
と
は
︶
離
れ
ら
れ
な
い
と
思
い
申
し
上
げ
て
、
今
で
は
こ
の
よ
う
に
わ
ず
ら
わ
し
い
ほ
ど
ま
で
に
子
ど
も
が
大
勢
で
き
て
し
み
じ
み
と
い
と
お
し
く
思
わ
れ
る

の
で
、﹃
お
互
い
に
見
捨
て
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
︵
い
や
、
と
て
も
で
き
な
い
︶﹄
と
︵
あ
な
た
を
︶
頼
み
に
思
い
申
し
上
げ
て
来
た
の
で
す
。
と
る
に
た
ら
な
い
ち
ょ
っ
と
し
た
こ

と
で
、
こ
の
よ
う
に
振
る
舞
い
な
さ
っ
て
よ
い
も
の
で
し
ょ
う
か
﹂

と
、
た
い
そ
う
た
し
な
め
て
恨
み
言
を
申
し
上
げ
な
さ
る
と
、

︵
三
条
殿
は
︶﹁
何
も
か
も
、︵
あ
な
た
様
が
︶﹃
も
う
︵
�
い
た
く
な
い
︶﹄
と
見
飽
き
な
さ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
の
身
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
今
さ
ら
、
ま
た
、︵
私
の
気
性
が
︶
直
る

は
ず
で
も
な
い
の
で
、﹃
ど
う
し
て
︵
一
緒
に
い
ら
れ
よ
う
か
︶﹄
と
思
い
ま
し
て
︵
こ
ち
ら
へ
来
た
の
で
す
︶。
見
苦
し
い
子
ど
も
た
ち
は
、
見
捨
て
ず
に
く
だ
さ
る
な
ら
ば
嬉
し
い

で
し
ょ
う
﹂

と
申
し
上
げ
な
さ
っ
た
。

︵
大
将
殿
は
︶﹁
穏
や
か
な
御
返
事
で
す
ね
え
。︵
こ
う
し
て
︶
言
い
続
け
て
い
く
と
、
誰
の
名
折
れ
に
な
る
で
し
ょ
う
か
︵
あ
な
た
の
名
折
れ
に
な
る
だ
け
で
す
よ
︶﹂

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
無
理
に
﹁︵
私
の
も
と
へ
︶
来
て
く
だ
さ
い
﹂
と
も
言
わ
ず
、
そ
の
夜
は
独
り
で
お
休
み
に
な
っ
た
。

︵
大
将
殿
は
︶﹁
妙
に
中
途
半
端
で
身
の
置
き
所
が
な
い
こ
の
頃
で
あ
る
な
あ
﹂
と
思
い
な
が
ら
、
子
ど
も
た
ち
を
前
に
寝
か
せ
な
さ
っ
て
、
あ
ち
ら
﹇
＝
落
葉
宮
﹈
で
も
、
ま
た
、

ど
れ
ほ
ど
思
い
乱
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
そ
の
様
子
を
思
い
や
り
申
し
上
げ
、
思
い
悩
ん
で
気
が
安
ま
る
こ
と
も
な
い
の
で
、﹁︵
一
体
︶
ど
の
よ
う
な
人
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と

﹇
＝
恋
愛
﹈
を
、
お
も
し
ろ
い
と
感
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
﹂
な
ど
と
、
何
と
な
く
懲
り
懲
り
し
て
し
ま
い
そ
う
に
感
じ
な
さ
る
。

夜
が
明
け
た
の
で
、﹁
人
が
見
聞
き
す
る
よ
う
な
こ
と
に
つ
け
て
も
大
人
げ
な
い
こ
と
な
の
で
、︵
あ
な
た
が
︶﹃
︵
も
う
︶
お
終
い
﹄
と
言
い
切
り
な
さ
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
に
し
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て
﹇
＝
離
れ
て
暮
ら
し
て
﹈
み
ま
し
ょ
う
。
あ
ち
ら
﹇
＝
三
条
殿
の
邸
﹈
に
い
る
子
ど
も
た
ち
も
、
い
じ
ら
し
い
様
子
で
お
慕
い
申
し
上
げ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
が
、︵
あ
な
た
が
あ

の
子
た
ち
を
︶
選
び
残
し
な
さ
っ
た
の
に
は
、﹃
何
か
わ
け
が
あ
る
の
だ
ろ
う
﹄
と
は
思
う
も
の
の
、
見
捨
て
が
た
く
思
い
ま
す
か
ら
、
と
も
か
く
必
ず
何
と
か
い
た
し
ま
し
ょ
う
﹂

と
、
脅
し
申
し
上
げ
な
さ
る
と
、︵
三
条
殿
は
︶﹁︵
大
将
殿
は
︶
き
っ
ぱ
り
と
し
た
御
気
性
で
あ
る
の
で
、
こ
の
子
ど
も
た
ち
﹇
＝
三
条
殿
が
実
家
へ
連
れ
て
き
た
子
ど
も
た
ち
﹈
ま

で
も
、
知
ら
な
い
所
へ
連
れ
て
行
き
な
さ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
﹂
と
、
心
配
に
な
る
。

︵
大
将
殿
は
︶
姫
君
に
、﹁
さ
あ
、︵
こ
ち
ら
へ
︶
お
い
で
な
さ
い
な
。︵
あ
な
た
に
︶
お
会
い
す
る
た
め
に
こ
の
よ
う
に
参
上
す
る
こ
と
も
体
裁
が
悪
い
の
で
、
そ
う
し
ょ
っ
ち
ゅ
う

参
上
す
る
こ
と
も
で
き
そ
う
に
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
ち
ら
﹇
＝
三
条
殿
の
邸
﹈
に
残
っ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
も
か
わ
い
い
の
で
、
せ
め
て
同
じ
所
で
お
世
話
申
し
上
げ
よ
う
﹂
と
申
し
上

げ
な
さ
る
。︵
姫
君
が
︶
ま
だ
た
い
そ
う
幼
く
か
わ
い
ら
し
く
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
を
、︵
大
将
殿
は
︶﹁
た
い
そ
う
し
み
じ
み
と
い
と
お
し
い
﹂
と
拝
見
な
さ
っ
て
、
﹁
母
君
の
御
教
え
に

従
い
な
さ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
本
当
に
情
け
な
い
こ
と
に
、︵
物
事
の
︶
分
別
が
つ
か
な
い
性
質
で
あ
る
の
は
、
と
て
も
悪
い
こ
と
な
の
で
す
﹂
と
、︵
姫
君
に
︶
言
い
聞
か
せ
申
し

上
げ
な
さ
る
。

﹇
解

説
﹈

問
�

語
意
の
解
釈
の
問
題

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

�

標
準

﹁
い
か
さ
ま
に
し
て
こ
の
な
め
げ
さ
を
見
じ
﹂
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

﹁
い
か
さ
ま
に
／
し
／
て
／
こ
／
の
／
な
め
げ
さ
／
を
／
見
／
じ
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
る
。﹁
な
め
げ
さ
﹂
は
、﹁
無
礼
だ
・
失
礼
だ
﹂
と
訳
す
必
修
の
形
容
詞
﹁
な
め
し
﹂
か

ら
派
生
し
た
名
詞
。﹁
悲
し
げ
﹂
や
﹁
悲
し
さ
﹂
が
形
容
詞
﹁
悲
し
﹂
か
ら
派
生
し
た
名
詞
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
こ
と
な
ど
が
で
き
れ
ば
わ
か
る
だ
ろ
う
。
選
択
肢
の
中
で
、

こ
れ
を
正
し
く
訳
し
て
い
る
の
は
2

と
5

。﹁
い
か
さ
ま
に
︵
い
か
様
に
︶﹂
は
、
形
容
動
詞
﹁
い
か
さ
ま
な
り
﹂
の
連
用
形
で
﹁
ど
の
よ
う
に
﹂
の
意
で
あ
る
が
、
類
義
語
の

副
詞
﹁
い
か
で
﹂
が
希
望
や
意
志
を
示
す
表
現
と
呼
応
す
る
と
﹁
ど
う
に
か
し
て
～
し
た
い
・
何
と
か
し
て
～
し
よ
う
﹂
と
訳
す
よ
う
に
、﹁
い
か
さ
ま
に
～
希
望
・
意
志
﹂
の

状
態
で
は
同
意
に
な
る
可
能
性
を
考
え
た
い
。
こ
こ
で
は
、﹁
じ
﹂
が
、
打
消
推
量
︵
～
し
な
い
だ
ろ
う
︶
・
打
消
意
志
︵
～
す
る
ま
い
︶
の
助
動
詞
で
あ
る
か
ら
、﹁
ど
う
に
か

し
て
～
す
る
ま
い
﹂
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
が
正
し
い
の
は
5

で
あ
る
か
ら
、
正
解
は
5

。
2

と
迷
う
が
、﹁
じ
﹂
と
の
呼
応
を
考
え
る
と
5

が
正
し
い
。
厳
密
に
言

う
と
、
2

は
﹁
す
れ
ば
﹂﹁
に
す
む
﹂
が
余
計
な
訳
語
で
あ
る
。
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�

基
礎

﹁
ら
う
た
げ
に
恋
ひ
聞
こ
ゆ
め
り
し
を
﹂
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

﹁
ら
う
た
げ
に
／
恋
ひ
／
聞
こ
ゆ
／
め
り
／
し
／
を
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
る
。﹁
ら
う
た
げ
に
﹂
は
、
形
容
詞
﹁
ら
う
た
し
﹂
か
ら
派
生
し
た
形
容
動
詞
﹁
ら
う
た
げ
な
り
﹂
の

連
用
形
。﹁
ら
う
た
し
﹂
は
﹁
か
わ
い
ら
し
い
・
愛
ら
し
い
・
い
と
お
し
い
﹂
等
の
意
の
必
修
の
形
容
詞
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
3

・
4

が
正
し
い
こ
と
が
明
ら
か
だ
が
、
1

・

2

の
﹁
い
じ
ら
し
い
・
い
じ
ら
し
げ
に
﹂
も
ほ
ぼ
同
意
で
間
違
っ
て
い
な
い
。﹁
聞
こ
ゆ
﹂
は
、
一
般
動
詞
と
し
て
﹁
聞
こ
え
る
・
�
さ
れ
る
﹂、
謙
譲
の
本
動
詞
と
し
て
﹁
申

し
上
げ
る
﹂、
謙
譲
の
補
助
動
詞
と
し
て
﹁
～
申
し
上
げ
る
・
お
～
す
る
﹂
と
訳
す
ヤ
行
下
二
段
活
用
動
詞
。
こ
こ
で
は
、
動
詞
﹁
恋
ふ
﹂
に
付
い
て
使
わ
れ
て
い
る
の
で
、
謙

譲
の
補
助
動
詞
で
あ
る
。
こ
れ
が
正
し
く
訳
さ
れ
て
い
る
の
は
、
1

と
5

。﹁
聞
い
て
い
た
﹂
と
し
て
い
る
2

・
3

は
誤
り
。
4

の
﹁
と
申
し
上
げ
て
い
た
﹂
は
、﹁
聞
こ
ゆ
﹂

を
謙
譲
の
本
動
詞
と
し
て
扱
っ
て
お
り
正
し
く
な
い
。
よ
っ
て
、﹁
ら
う
た
げ
に
﹂
も
﹁
聞
こ
ゆ
﹂
も
正
し
く
訳
し
て
い
る
1

が
正
解
。
な
お
、﹁
め
り
﹂
は
、﹁
よ
う
だ
﹂
と
訳

す
推
定
の
助
動
詞
。﹁
し
﹂
は
過
去
の
助
動
詞
﹁
き
﹂
の
連
体
形
で
あ
る
。

�

基
礎

﹁
い
ざ
、
給
へ
か
し
﹂
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

﹁
い
ざ
、
／
給
へ
／
か
し
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
る
。﹁
い
ざ
給
へ
﹂
は
、﹁
さ
あ
い
ら
っ
し
ゃ
い
﹂
と
訳
す
必
修
の
熟
語
。
﹁
い
ざ
来
給
へ
・
い
ざ
行
き
給
へ
﹂
の
省
略
さ
れ
た
表

現
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
正
解
は
4

。
な
お
、﹁
か
し
﹂
は
、﹁
～
よ
・
～
ね
﹂
等
と
訳
す
、
念
押
し
の
終
助
詞
で
あ
る
。

正
解

�

5

�

1

�

4

21

22

23

問
�

文
法
︵﹁
な
・
れ
・
て
・
せ
﹂
の
識
別
︶
の
問
題

基
礎

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
。

ａ

を
含
む
﹁
な
め
り
﹂
は
、
断
定
の
助
動
詞
﹁
な
り
﹂
に
推
定
の
助
動
詞
﹁
め
り
﹂
が
接
続
し
た
﹁
な
る
め
り
﹂
の
﹁
る
﹂
が
撥
音
便
化
し
て
﹁
な
ん
め
り
﹂
と
な
っ
た
状
態

の
﹁
ん
﹂
が
無
表
記
と
な
っ
て
い
る
も
の
。﹁
な
︵
ん
︶
な
り
・
な
︵
ん
︶
め
り
﹂
の
﹁
な
︵
ん
︶﹂
の
よ
う
に
、
撥
音
便
化
し
て
い
る
助
動
詞
﹁
な
り
﹂
は
断
定
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
ａ

の
直
前
の
﹁
限
り
﹂
は
﹁
限
界
・
極
限
・
終
わ
り
・
臨
終
・
～
︵
し
て
い
る
︶
内
・
全
部
﹂
等
の
意
を
表
す
必
修
の
名
詞
で
あ
る
か
ら
、
選
択
肢
2

・
4

の
よ
う
に

ａ

を
形
容
動
詞
の
活
用
語
尾
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
よ
っ
て
、
ａ

に
つ
い
て
は
1

・
3

・
5

が
正
し
い
。
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ｂ

の
前
後
は
﹁
驚
か
／
れ
／
給
う
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
る
。﹁
驚
か
﹂︵
カ
行
四
段
活
用
︶
が
未
然
形
で
あ
り
、
﹁
給
う
﹂︵
ハ
行
四
段
活
用
﹁
給
ふ
﹂
の
連
用
形
﹁
給
ひ
﹂
の
語

尾
が
ウ
音
便
化
し
た
状
態
︶
が
用
言
で
あ
る
こ
と
か
ら
、﹁
れ
﹂
は
、
未
然
形
に
接
続
す
る
助
動
詞
﹁
る
﹂
の
連
用
形
で
あ
る
と
わ
か
る
。
助
動
詞
﹁
る
﹂
は
、
受
身
・
可
能
・

自
発
・
尊
敬
の
意
を
表
す
助
動
詞
だ
が
、
こ
こ
の
よ
う
に
補
助
動
詞
﹁
給
ふ
﹂
の
直
前
に
あ
る
場
合
は
絶
対
に
尊
敬
の
意
を
示
す
こ
と
が
な
く
、
受
身
か
自
発
の
意
で
あ
る
こ
と

が
多
い
︵
可
能
の
意
を
表
す
こ
と
も
多
く
な
い
︶。
一
方
、﹁
思
ひ
出
づ
﹂
の
よ
う
な
心
情
を
表
す
語
や
、﹁
泣
く
﹂
の
よ
う
な
心
情
に
関
わ
り
の
深
い
語
に
付
い
て
い
る
場
合
は

自
発
の
意
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
こ
こ
で
も
直
前
の
﹁
驚
く
﹂
は
心
情
語
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
ｂ

の
﹁
れ
﹂
は
自
発
を
示
し
て
お
り
、
3

～
5

が
正
解
で
あ
る

可
能
性
が
高
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
文
意
に
照
ら
し
て
判
断
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
面
も
あ
る
の
で
、
ｂ

の
意
味
の
判
断
は
保
留
し
て
、
ｃ

・
ｄ

の
意
味
の
判
断
か
ら
正
解
を
導

い
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

ｃ

の
前
後
は
﹁﹃
限
り
﹄
／
と
／
の
た
ま
ひ
は
て
／
ば
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
る
。﹁
の
た
ま
ひ
は
て
﹂
は
、
タ
行
下
二
段
活
用
動
詞
﹁
宣
ひ
果
つ
︵
の
た
ま
ひ
は
つ
︶﹂
の
未
然

形
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
ｃ

は
動
詞
の
活
用
語
尾
で
あ
り
、
4

・
5

が
正
し
い
。﹁
宣
ふ
︵
の
た
ま
ふ
︶﹂
は
﹁
お
っ
し
ゃ
る
﹂
の
意
の
尊
敬
語
で
あ
る
か
ら
、﹁
宣
ひ
果
つ
﹂
は

﹁
言
ひ
果
つ
﹂︵
言
い
切
る
・
最
後
ま
で
言
う
︶
の
尊
敬
表
現
で
あ
る
。
選
択
肢
1

～
3

が
説
明
し
て
い
る
﹁
完
了
の
助
動
詞
﹂
と
は
、
完
了
の
助
動
詞
﹁
つ
﹂
の
未
然
形
・
連

用
形
﹁
て
﹂
の
こ
と
で
あ
る
が
、
助
動
詞
﹁
つ
﹂
は
連
用
形
に
接
続
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
直
前
の
﹁
～
は
﹂
は
ア
段
の
音
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
活
用
語
の
中
に
連
用
形
末
尾
が
ア

段
の
音
に
な
る
語
は
存
在
し
な
い
︵
末
尾
が
ア
段
の
音
に
な
る
の
は
、
四
段
・
ナ
変
・
ラ
変
動
詞
、
及
び
、
そ
れ
ら
と
同
パ
タ
ー
ン
で
活
用
す
る
助
動
詞
の
未
然
形
だ
け
で
あ

る
︶。
つ
ま
り
、
ｃ

を
完
了
の
助
動
詞
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
そ
の
面
か
ら
見
て
も
ｃ

は
4

・
5

が
正
し
い
。

ｄ

の
前
後
は
﹁
言
ひ
／
知
ら
／
せ
／
奉
り
／
給
ふ
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
る
。﹁
知
ら
﹂︵
ラ
行
四
段
活
用
︶
が
未
然
形
で
あ
り
、﹁
奉
り
﹂
が
用
言
で
あ
る
こ
と
か
ら
、﹁
せ
﹂
は
、

未
然
形
に
接
続
す
る
助
動
詞
﹁
す
﹂
の
連
用
形
で
あ
る
と
わ
か
る
。
助
動
詞
﹁
す
﹂
は
、
使
役
・
尊
敬
の
意
を
表
す
助
動
詞
だ
が
、
直
前
か
直
後
︵
た
い
が
い
は
直
後
︶
に
﹁
給

ふ
﹂
の
よ
う
な
尊
敬
語
を
伴
っ
て
い
な
い
場
合
は
絶
対
に
尊
敬
を
示
す
こ
と
が
な
い
。
ｄ

の
﹁
せ
﹂
は
、
尊
敬
語
を
伴
っ
て
い
な
い
︵
直
前
の
﹁
知
る
﹂
は
一
般
動
詞
、
直
後
の

﹁
奉
る
﹂
は
謙
譲
語
︶
の
で
、
尊
敬
を
示
す
こ
と
は
な
く
、
使
役
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
、
ｄ

は
1

・
3

・
5

が
正
し
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
正
解
は
5

。
正
確
な
判
断
に
文
意
が
関
わ
る
ｂ

を
保
留
し
て
お
い
て
も
、
ａ

と
ｃ

、
も
し
く
は
、
ｃ

と
ｄ

が
わ
か
れ
ば
正
解
は
得
ら
れ
る
。

正
解

5

24

問
�

主
体
、
及
び
、
心
情
説
明
の
問
題

標
準

傍
線
部
Ｘ

﹁﹃
心
苦
し
﹄
と
思
す
﹂
と
あ
る
が
、
誰
が
、
ど
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。
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ま
ず
、﹁
心
苦
し
﹂
は
、﹁
つ
ら
い
﹂﹁
気
が
か
り
だ
・
心
配
だ
﹂
の
意
も
表
す
が
、﹁
気
の
毒
だ
・
か
わ
い
そ
う
だ
﹂
の
意
が
問
わ
れ
や
す
い
必
修
語
。
よ
っ
て
、﹁
か
わ
い
そ

う
だ
﹂
と
説
明
し
て
い
る
3

と
、﹁
気
の
毒
だ
﹂
と
説
明
し
て
い
る
5

が
正
解
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
に
な
り
、
大
き
な
意
味
と
し
て
は
﹁
つ
ら
い
﹂
の
意
に
含
ま
れ
る
と

は
い
え
、﹁
心
苦
し
﹂
の
意
味
か
ら
遠
い
﹁
愚
か
な
こ
と
を
し
た
﹂︵
1

︶、﹁
す
ま
な
い
こ
と
を
し
た
﹂︵
2

︶
、
﹁
ひ
ど
い
﹂︵
4

︶
は
正
解
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
第
二
段
落
は
﹁
大
将
殿
も
︵
三
条
殿
が
実
家
へ
戻
っ
た
と
︶
聞
き
給
ひ
て
﹂、﹁︵
三
条
殿
や
そ
の
父
お
と
ど
が
短
気
で
ひ
ね
く
れ
た
こ
と
を
し
で
か
し
か
ね
な
い
と
︶

驚
か
れ
給
う
て
﹂、﹁
三
条
殿
︵
の
日
常
の
住
ま
い
︶
に
渡
り
﹇
＝
行
き
﹈
給
へ
れ
ば
﹂、﹁
君
た
ち
﹇
＝
子
ど
も
た
ち
﹈
も
片
へ
﹇
＝
一
部
﹈
は
と
ま
り
給
へ
れ
ば
﹂、
訪
れ
た
父

大
将
を
﹁
見
つ
け
て
喜
び
睦
れ
、
あ
る
は
上
﹇
＝
母
上
・
三
条
殿
﹈
を
恋
ひ
奉
り
て
愁
へ
﹇
＝
悲
し
み
﹈
泣
き
給
ふ
﹂
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
子
ど
も
た
ち
の
姿
を
見
た
人
物
が

﹁
心
苦
し
﹂
と
思
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、﹁
心
苦
し
﹂
の
主
体
は
大
将
殿
で
あ
る
。
三
条
殿
は
﹁
姫
君
﹂
や
﹁
い
と
幼
き
︵
子
た
ち
︶﹂
を
﹁
率
て
﹇
＝
連
れ
て
﹈﹂
実

家
へ
帰
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
日
常
の
住
ま
い
に
は
い
な
い
の
で
あ
る
。﹁
姫
君
た
ち
～
お
は
し
に
け
る
﹂
は
三
条
殿
の
様
子
を
説
明
す
る
挿
入
句
で
あ
る
の
で
、
文
意
を
把
握

す
る
際
に
注
意
し
た
い
。

よ
っ
て
、﹁
誰
が
﹂
と
い
う
問
い
の
説
明
を
﹁
大
将
殿
﹂
と
し
、
第
二
段
落
の
内
容
を
正
し
く
踏
ま
え
て
お
り
、﹁
心
苦
し
﹂
の
意
も
正
し
く
説
明
し
て
い
る
3

が
正
解
。
4

も
主
体
を
﹁
大
将
殿
﹂
と
し
て
い
る
が
、﹁
姉
妹
や
弟
を
う
ら
や
ん
で
﹂
や
﹁
我
が
子
の
扱
い
に
差
を
つ
け
る
三
条
殿
を
ひ
ど
い
と
思
っ
て
い
る
﹂
は
本
文
中
に
こ
れ
に
相
当
す

る
表
現
が
な
い
。

正
解

3

25

問
�

心
情
説
明
の
問
題

標
準

傍
線
部
Ｙ

﹁
も
の
懲
り
し
ぬ
べ
う
お
ぼ
え
給
ふ
﹂
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
大
将
殿
の
心
情
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

傍
線
部
Ｙ

は
﹁
も
の
懲
り
／
し
︵
サ
変
﹁
す
﹂
連
用
形
︶
／
ぬ
︵
完
了
・
強
意
の
助
動
詞
﹁
ぬ
﹂
終
止
形
︶
／
べ
う
︵
推
量
の
助
動
詞
﹁
べ
し
﹂
連
用
形
の
ウ
音
便
化
し
た
状

態
︶
／
お
ぼ
え
﹇
＝
感
じ
る
﹈
／
給
ふ
︵
尊
敬
の
補
助
動
詞
︶﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
、﹁
何
と
な
く
懲
り
懲
り
し
て
し
ま
い
そ
う
に
感
じ
な
さ
る
﹂
な
ど
と
訳
さ
れ
る
部
分
。

注
目
し
た
い
の
は
そ
の
直
前
の
内
容
で
あ
る
。︵
注

︶
に
よ
る
と
、
大
将
殿
は
﹁
落
葉
宮
に
は
疎
ま
れ
、
妻
﹇
＝
三
条
殿
﹈
に
は
家
出
さ
れ
る
と
い
う
、
身
の
置
き
所
の
な

12

い
﹂
状
態
に
あ
る
。
そ
し
て
、﹁
や
す
か
ら
ぬ
心
づ
く
し
﹂︵
気
が
安
ま
る
こ
と
の
な
い
思
い
悩
み
︶
を
し
、
﹁
い
か
な
る
人
、
か
う
や
う
な
る
こ
と
、
を
か
し
う
お
ぼ
ゆ
ら
ん
﹂

︵
ど
の
よ
う
な
人
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
、
お
も
し
ろ
い
と
感
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
︶
と
思
っ
て
、
傍
線
部
Ｙ

の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。﹁
や
す
か
ら
﹂
は
﹁
安
心

だ
・
安
泰
だ
﹂
の
意
の
形
容
詞
﹁
安
し
﹂
の
未
然
形
、﹁
ぬ
﹂
は
打
消
の
助
動
詞
﹁
ず
﹂
の
連
体
形
、﹁
心
づ
く
し
﹂
は
﹁
悩
み
﹂
の
意
の
名
詞
、﹁
い
か
な
る
﹂
は
﹁
ど
の
よ
う

で
あ
る
﹂
の
意
の
形
容
動
詞
﹁
い
か
な
り
﹂
の
連
体
形
、﹁
を
か
し
う
﹂
は
﹁
興
味
深
く
て
お
も
し
ろ
い
・
趣
深
く
て
美
し
い
﹂
の
意
の
形
容
詞
﹁
を
か
し
﹂
の
連
用
形
﹁
を
か
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し
く
﹂
が
ウ
音
便
化
し
て
い
る
状
態
、﹁
お
ぼ
ゆ
﹂
は
﹁
感
じ
る
・︵
自
然
と
︶
思
わ
れ
る
﹂
の
意
の
動
詞
、
﹁
ら
ん
︵
ら
む
︶
﹂
は
現
在
推
量
の
助
動
詞
。
つ
ま
り
、
大
将
殿
は
恋

愛
に
思
い
悩
み
、﹁
一
体
ど
こ
の
誰
が
こ
の
よ
う
な
恋
愛
を
お
も
し
ろ
い
と
思
う
の
だ
ろ
う
、
気
が
知
れ
な
い
﹂
と
思
っ
て
、﹁
も
う
恋
愛
は
懲
り
懲
り
だ
﹂
と
感
じ
て
い
る
の
で

あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
内
容
を
正
し
く
踏
ま
え
て
い
る
2

が
正
解
。
2

に
あ
る
﹁
落
葉
宮
は
落
葉
宮
で
傷
つ
い
て
い
る
だ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
て
﹂
は
、
少
々
解
釈
が
難
し
い
箇

所
だ
が
、
傍
線
部
Ｙ

の
一
行
前
に
あ
る
﹁
か
し
こ
に
、
ま
た
、
い
か
に
思
し
乱
る
ら
ん
さ
ま
思
ひ
や
り
聞
こ
え
﹂
が
こ
れ
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
﹁
か
し
こ
﹂
は
﹁
あ
ち

ら
﹂
の
意
で
、
遠
い
場
所
を
指
す
語
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
﹁
落
葉
宮
﹂
を
指
し
て
い
る
と
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

1

は
、
本
文
全
体
か
ら
感
じ
ら
れ
る
大
将
殿
の
思
い
と
し
て
は
さ
ほ
ど
間
違
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
い
が
、
直
前
の
内
容
を
踏
ま
え
て
お
ら
ず
、
特
に

﹁
ど
う
し
て
こ
ん
な
女
を
良
い
と
思
っ
た
の
か
﹂
に
相
当
す
る
表
現
が
本
文
の
ど
こ
と
定
め
が
た
い
の
で
正
解
に
で
き
な
い
。
3

は
、
ま
ず
﹁
こ
の
子
を
残
し
て
﹂
が
正
し
く
な

い
。
こ
こ
は
ま
だ
場
面
が
大
殿
︵
三
条
殿
の
実
家
︶
で
あ
り
、
大
将
殿
の
そ
ば
に
寝
て
い
る
の
は
三
条
殿
が
連
れ
て
き
た
子
ど
も
た
ち
で
あ
る
。
ま
た
、
﹁
三
条
殿
の
苦
悩
を
思

い
や
っ
て
心
が
痛
み
﹂
が
本
文
に
は
な
い
。
大
将
殿
は
三
条
殿
を
苦
々
し
く
思
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
思
い
や
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
﹁
自
分
は
つ
く
づ
く
恋
愛

に
は
向
い
て
い
な
い
﹂
は
、﹁
い
か
な
る
人
、
か
う
や
う
な
る
こ
と
、
を
か
し
う
お
ぼ
ゆ
ら
ん
﹂
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
と
し
て
大
き
な
間
違
い
は
な
い
。
4

は
、﹁
不
思
議
と

落
葉
宮
と
三
条
殿
と
の
間
で
心
が
揺
れ
﹂
が
本
文
に
な
い
。︵
注

︶
に
あ
る
よ
う
に
、
大
将
殿
は
三
条
殿
に
も
落
葉
宮
に
も
距
離
を
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
二
人
の
間
で

12

ど
ち
ら
の
女
性
を
と
ろ
う
か
と
﹁
心
が
揺
れ
﹂
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。﹁
死
に
そ
う
な
﹂
も
本
文
に
は
な
く
大
袈
裟
な
表
現
で
あ
る
。
5

は
、﹁
三
条
殿
が
い
る
限
り
先
が
見

え
ず
﹂
や
﹁
三
条
殿
と
の
生
活
が
嫌
に
な
り
、
別
れ
た
い
と
望
ん
で
い
る
﹂
が
正
し
く
な
い
。
そ
も
そ
も
大
将
殿
は
﹁︵
三
条
殿
に
︶
消
息
た
び
た
び
聞
こ
え
て
、
迎
へ
に
︵
人

を
︶
奉
﹂
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
返
事
が
な
い
か
ら
自
ら
大
殿
︵
三
条
殿
の
実
家
︶
ま
で
出
向
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
条
殿
と
別
れ
た
い
と
望
ん
で
い
る
と
は
本
文
の
ど

こ
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
。

正
解

2

26

問
�

主
体
、
及
び
、
会
話
部
説
明
の
問
題

応
用

本
文
中
の
会
話
文
Ａ

～
Ｃ

に
関
す
る
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

Ａ

は
、﹁
か
か
る
人
を
、
こ
こ
か
し
こ
に
落
と
し
置
き
給
ひ
て
、
な
ど
寝
殿
の
御
ま
じ
ら
ひ
は
﹂
と
言
っ
て
﹁
恨
み
﹂
の
気
持
ち
を
述
べ
て
い
る
。﹁
か
か
る
﹂
は
﹁
こ
う
い

う
﹂、﹁
か
し
こ
﹂
は
﹁
あ
ち
ら
﹂、﹁
な
ど
﹂
は
﹁
な
ぜ
﹂
の
意
で
あ
る
か
ら
、﹁
こ
れ
ら
の
人
達
を
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
落
と
し
て
置
い
て
、
な
ぜ
寝
殿
の
交
じ
ら
い
を
す
る
の
か
﹂

と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
第
二
～
第
三
段
落
に
書
か
れ
て
い
る
次
の
こ
と
に
相
当
す
る
。
つ
ま
り
、
三
条
殿
が
姫
君
や
幼
い
子
だ
け
を
連
れ
て
邸
を
出
、
他
の
子
ど
も

た
ち
を
邸
に
置
き
去
り
に
し
て
お
り
、
連
れ
て
行
っ
た
子
ど
も
た
ち
も
﹁
御
達
﹇
＝
︵
注

︶
女
房
達
﹈
﹂
と
共
に
﹁
例
の
渡
り
給
う
方
﹇
＝
︵
注

︶
実
家
で
い
つ
も
使
っ
て

11

10
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い
る
部
屋
﹈﹂
に
置
き
去
り
に
し
て
、
自
分
は
﹁
寝
殿
﹇
＝
︵
注
�
︶
女
御
の
部
屋
が
あ
る
﹈﹂
で
女
御
と
対
面
し
て
気
を
晴
ら
し
て
い
る
︵
本
文
三
行
目
︶
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
こ
の
﹁
こ
の
よ
う
な
子
ど
も
た
ち
を
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
放
っ
て
置
き
な
さ
っ
て
、
ど
う
し
て
寝
殿
で
の
御
交
談
な
ど
﹂
と
い
う
恨
み
言
を
言
う
の
は
、
大
将
殿
で

あ
る
。
よ
っ
て
、
Ａ

を
三
条
殿
の
言
葉
と
し
て
い
る
3

は
正
し
く
な
い
。
ま
た
、
2

は
Ａ

を
大
将
殿
の
言
葉
と
し
て
い
る
も
の
の
、
﹁
子
育
て
の
苦
労
ぐ
ら
い
で
実
家
に
帰
る
﹂

と
説
明
し
て
い
る
こ
と
に
誤
り
が
あ
る
。
三
条
殿
が
実
家
に
帰
っ
て
し
ま
っ
た
理
由
は
、
本
文
の
前
書
き
に
あ
る
よ
う
に
、
大
将
殿
が
浮
気
を
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
大
将

殿
自
身
は
、
そ
の
理
由
を
Ａ

の
会
話
文
で
﹁
は
か
な
き
一
ふ
し
﹇
＝
と
る
に
た
ら
な
い
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
﹈﹂
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
﹁
子
育
て
の
苦
労
﹂
を
持
ち
出

し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

Ｂ

は
Ａ

に
対
す
る
三
条
殿
の
返
事
で
あ
る
か
ら
、
3

は
Ｂ

を
大
将
殿
の
会
話
文
と
し
て
い
る
点
で
も
正
し
く
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
話
者
が
自
分
で
自
分
の
動
作
に
尊

敬
語
を
使
う
こ
と
は
ま
ず
な
い
の
で
、
三
条
殿
が
主
体
で
あ
る
Ｂ

の
会
話
文
の
中
で
﹁
見
飽
き
給
ひ
﹂
の
よ
う
に
尊
敬
語
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、
大
将
殿
の
動
作
を
表
し
て
い

る
こ
と
に
な
り
、
2

の
﹁︵
三
条
殿
が
︶
子
を
育
て
る
の
に
今
は
飽
き
飽
き
し
て
お
り
﹂
の
よ
う
に
尊
敬
語
が
付
い
て
い
る
動
作
を
三
条
殿
の
動
作
と
し
て
い
る
の
は
間
違
っ
て

い
る
。
一
方
、
恨
み
言
を
言
い
な
が
ら
も
三
条
殿
は
夫
で
あ
る
大
将
殿
の
動
作
に
尊
敬
語
を
使
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、﹁
今
、
は
た
、
直
る
べ
き
に
も
あ
ら
ぬ
﹂
の
よ
う
に

尊
敬
語
を
使
っ
て
い
な
い
箇
所
は
話
者
で
あ
る
三
条
殿
本
人
の
動
作
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
5

の
﹁
あ
な
た
の
お
気
持
ち
が
も
は
や
も
と
に
戻
る
は
ず
も
な
く
﹂
の
よ
う
に
尊

敬
語
が
付
い
て
い
な
い
動
作
を
大
将
殿
の
動
作
と
し
て
い
る
の
も
間
違
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
点
、
1

と
4

は
﹁
見
飽
き
給
ひ
﹂
を
大
将
殿
の
動
作
、
﹁
直
る
べ
き
に
も

あ
ら
ぬ
﹂
を
三
条
殿
の
動
作
と
し
て
い
て
誤
り
が
な
い
。
ま
た
、﹁
思
し
棄
て
ず
は
嬉
し
う
こ
そ
は
あ
ら
め
﹂
も
、﹁
思
す
﹂
が
尊
敬
語
で
あ
り
、﹁
嬉
し
う
こ
そ
は
あ
ら
め
﹂
に

は
尊
敬
語
が
な
い
の
で
、﹁
大
将
殿
が
︵
子
ど
も
た
ち
を
︶
見
捨
て
ず
に
く
だ
さ
る
な
ら
ば
、
私
は
嬉
し
い
で
し
ょ
う
﹂
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
と
解
釈
し
た
い
。
敬
語
の
使
わ

れ
方
に
よ
っ
て
主
語
を
判
断
す
る
こ
と
で
正
解
に
近
付
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
な
お
、﹁
あ
や
し
き
人
々
﹂
が
誰
で
あ
る
か
を
自
分
で
考
え
る
の
は
難
し
い
が
、
全
て
の

選
択
肢
で
﹁
子
ど
も
た
ち
﹂
と
し
て
説
明
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。

Ｃ

は
Ｂ

に
対
す
る
大
将
殿
の
返
事
。﹁
誰
が
名
か
惜
し
き
﹂
は
﹁
誰
の
名
︵
名
声
・
評
判
︶
が
惜
し
い
か
﹂
と
直
訳
さ
れ
る
部
分
で
、
つ
ま
り
は
、﹁
誰
の
名
声
が
傷
つ
く
か
・

誰
の
名
折
れ
か
﹂
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
4

は
、﹁
私
の
名
誉
も
考
え
て
ほ
し
い
﹂
と
し
、
5

は
﹁
あ
な
た
の
名
折
れ
に
な
る
だ
け
だ
﹂
と
し
て
い
る
。
大
将
殿
は
、

Ａ

の
部
分
で
も
柔
ら
か
く
言
い
は
し
て
い
る
が
ひ
た
す
ら
三
条
殿
を
責
め
て
い
て
、
自
分
の
立
場
を
わ
か
っ
て
ほ
し
い
と
い
っ
た
発
言
は
し
て
お
ら
ず
、
他
の
箇
所
で
も
自
分
の

名
誉
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
様
子
は
描
か
れ
て
い
な
い
の
で
、
5

の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
が
適
当
で
あ
り
、
4

の
よ
う
な
解
釈
は
正
し
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。﹁
言
ひ
も
て
い
け

ば
、
誰
が
名
か
惜
し
き
﹂
は
﹁︵
こ
う
し
て
︶
言
い
続
け
て
い
く
と
、
誰
の
名
折
れ
に
な
る
で
し
ょ
う
か
︵
あ
な
た
の
名
折
れ
に
な
る
だ
け
で
す
よ
︶﹂
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、﹁
言
ひ
も
て
い
け
﹂
の
﹁
も
て
い
く
﹂
は
﹁
次
第
に
～
す
る
・
だ
ん
だ
ん
～
す
る
﹂
の
意
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
見
る
と
、
選
択
肢
の
説
明
に
本
文
内
容
と
の
矛
盾
が
な
い
1

が
正
解
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

正
解

1
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問
�

内
容
説
明
の
問
題

標
準

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

内
容
合
致
問
題
で
あ
る
か
ら
、
ひ
た
す
ら
本
文
と
選
択
肢
の
内
容
を
照
合
し
て
判
断
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
復
習
の
際
は
通
釈
で
文
意
を
確
認
し
な
が
ら
照
合
し
て
ほ
し
い
。

正
解
と
な
る
4

は
、﹁
三
条
殿
は
、
強
気
に
帰
宅
を
拒
み
﹂
が
Ｂ

の
会
話
文
に
、﹁
思
い
切
り
の
よ
い
～
危
惧
し
た
﹂
が
本
文
の
後
ろ
か
ら
四
行
目
﹁
﹃
す
が
す
が
し
き
～
﹄
と
、

あ
や
ふ
し
﹂
に
、
そ
れ
ぞ
れ
相
当
し
て
い
て
誤
り
が
な
い
。

1

は
、﹁
お
と
ど
と
語
る
こ
と
で
﹂
が
誤
り
。
本
文
三
行
目
に
﹁
女
御
の
里
に
お
は
す
る
ほ
ど
な
ど
に
対
面
し
﹂
と
あ
り
、
姉
妹
で
あ
る
女
御
と
語
る
こ
と
で
﹁
少
し
も
の
思

ひ
晴
る
け
ど
こ
ろ
﹂
を
見
つ
け
た
こ
と
が
わ
か
る
。

2

は
、﹁
お
と
ど
は
、
～
大
将
殿
に
﹂
が
誤
り
。
第
三
段
落
冒
頭
の
﹁
消
息
た
び
た
び
聞
こ
え
て
﹂
に
主
語
が
書
か
れ
て
い
な
い
の
は
、
直
前
の
﹁﹃
心
苦
し
﹄
と
思
す
﹂
の

主
体
で
あ
る
大
将
殿
が
、
そ
の
ま
ま
第
三
段
落
冒
頭
の
主
語
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
直
後
に
あ
る
﹁
迎
へ
に
﹂
が
﹁
実
家
に
帰
っ
た
三
条
殿
を
迎
え
に
﹂
の
意
で
あ
る
だ

ろ
う
こ
と
も
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、﹁
消
息
﹇
＝
手
紙
﹈﹂
は
、
大
将
殿
が
三
条
殿
に
送
っ
た
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、﹁
全
く
返
事
を
し
な
い
﹂
の
も
、
三
条
殿
で
あ
っ
て
、
2

が
言
う
﹁
大
将
殿
﹂
で
は
な
く
、﹁
か
た
く
な
し
う
軽
々
し
の
世
や
﹂
と
嘆
い
て
い
る
の
も
大
将
殿
で
あ
っ
て
、
2

が
言
う
﹁
お
と
ど
﹂
で
は
な
い
。
ち
な
み
に
こ
の
部
分
に
あ

る
﹁
世
﹂
は
﹁
男
女
の
仲
・
夫
婦
の
仲
﹂
の
意
を
表
す
こ
と
が
あ
る
必
修
語
で
、
こ
こ
で
は
﹁
夫
婦
仲
で
あ
る
相
手
﹂、
つ
ま
り
、
﹁
妻
﹇
＝
三
条
殿
﹈﹂
の
こ
と
で
あ
る
。

3

は
、﹁
す
ぐ
さ
ま
大
殿
へ
迎
え
に
行
っ
た
﹂
が
誤
り
。
大
将
殿
が
、﹁
三
条
殿
の
家
出
を
知
り
、
三
条
殿
父
娘
の
短
気
で
派
手
な
性
格
を
考
え
る
と
、﹃
ひ
が
ひ
が
し
き
こ

と
﹄
を
し
で
か
し
か
ね
な
い
と
驚
い
﹂
た
こ
と
は
、
第
二
段
落
に
あ
り
、
3

が
言
う
通
り
だ
が
、︵
注
�
︶
が
付
い
て
い
る
箇
所
に
書
か
れ
て
い
る
通
り
、
大
将
殿
は
ま
ず
三
条

殿
の
日
常
の
住
ま
い
︵
大
将
殿
夫
妻
の
邸
宅
︶
へ
行
き
、
残
さ
れ
た
子
ど
も
達
に
会
い
、
三
条
殿
に
﹁
消
息
た
び
た
び
聞
こ
え
﹂
て
、
一
向
に
返
事
が
な
い
の
で
、
大
殿
︵
三
条

殿
の
実
家
︶
へ
行
っ
た
の
で
あ
る
。

5

は
、
ま
ず
﹁
三
条
殿
の
手
も
と
で
育
つ
こ
と
に
な
る
﹂
が
正
確
で
は
な
い
。
確
か
に
姫
君
は
三
条
殿
が
実
家
へ
連
れ
帰
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
大
将
殿
夫
妻
は
ま
だ

離
婚
す
る
と
決
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、﹁
三
条
殿
の
手
も
と
で
育
つ
こ
と
に
な
る
﹂
と
い
う
決
定
も
成
さ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
ま
ま
大
将
殿
夫
妻
が
別
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、

そ
の
よ
う
な
可
能
性
も
あ
る
と
い
っ
た
程
度
の
こ
と
で
し
か
な
い
。
よ
っ
て
、
大
将
が
﹁
姫
君
の
将
来
を
心
配
し
て
﹂
い
る
こ
と
も
な
く
、
別
れ
て
暮
ら
す
こ
と
に
な
る
姫
君
に

﹁
せ
め
て
教
訓
を
言
い
聞
か
せ
る
こ
と
で
、
父
の
役
割
を
果
た
そ
う
と
し
た
﹂
わ
け
で
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
本
文
後
ろ
か
ら
五
行
目
に
﹁
威
し
聞
こ
え
給
へ
﹂
あ
る
よ
う
に
、

こ
こ
で
大
将
殿
は
三
条
殿
を
威
し
て
家
に
帰
っ
て
く
る
よ
う
に
促
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
最
終
段
落
の
大
将
殿
の
言
動
も
同
様
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

姫
君
と
の
別
れ
を
惜
し
ん
だ
り
、
姫
君
の
身
を
心
配
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

正
解

4

28
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第
�
問

漢
文

陸り
く

樹じ
ゆ

声せ
い

﹃
陸り

く

文ぶ
ん

定て
い

公こ
う

集
し
ゆ
う

﹄

﹇
書
き
下
し
文
﹈

江か
う

南な
ん

に
竹た

け

多お
ほ

し
。
其そ

の
人ひ

と

筍
た
け
の
こ

を
食く

ら
ふ
を
習な

ら

ひ
と
す
。
春は

る

の
時と

き

に
方あ

た
る
毎ご

と

に
、
苞は

う

甲か
ふ

土つ
ち

よ
り
出い

で
、
頭と

う

角か
く

繭け
ん

栗り
つ

、
率

お
ほ
む

ね
以も

つ

て
採さ

い

食
し
よ
く

に
供

き
よ
う

す
。
或あ

る

い
は
蒸

じ
よ
う

瀹や
く

し
て
以も

つ

て
湯た

う

と

為な

し
、
茹じ

よ

介か
い

茶ち
や

開せ
ん

以も
つ

て
饋き

に
充あ

つ
。
事こ

と

を
好こ

の

む
者も

の

目も
く

す
る
に
清せ

い

嗜し

を
以も

つ

て
し
方ま

さ

に
長

ち
や
う

ず
る
を
靳と

ら
ず
。
故ゆ

ゑ

に
園ゑ

ん

林り
ん

豊ほ
う

美び

、
複ふ

く

垣ゑ
ん

重
ち
よ
う

扃け
い

に
し
て
、
主し

ゆ

人じ
ん

居き
よ

嘗
し
や
う

愛あ
い

護ご

す
と
雖

い
へ
ど

も
、
其そ

の

之こ
れ

を
食く

ら
ふ
に
甘う

ま

し
と
す
る
に
及お

よ

ぶ
や
、
剪せ

ん

伐ば
つ

し
て

顧
か
へ
り

み
ず
。
独ひ

と

り
其そ

の
味あ

ぢ

苦に
が

く
し
て

食
し
よ
く

品ひ
ん

に
入い

ら
ざ
る
者も

の

の
み
、

筍
た
け
の
こ

常つ
ね

に

全
ま
つ
た

し
。
毎つ

ね

に
渓け

い

谷こ
く

巌が
ん

陸り
く

の
間か

ん

に
当あ

た
り
て
、
地ち

に

散さ
ん

漫ま
ん

し
て
収を

さ

め
ら
れ
ざ
る
者も

の

は
、
必

か
な
ら

ず
苦に

が

き
に
棄す

て
ら
る
る
者
な
り
。
而し

か

る
に
甘う

ま

き
者も

の

は
之こ

れ

を
取と

り
て
或あ

る

い
は
其そ

の
類る

い

を
尽つ

く
す
に
至い

た

る
。
然し

か

ら
ば
甘う

ま

き
者も

の

は
自

み
づ
か

ら
戕

そ
こ
な

ふ
に
近ち

か

し
。

而し
か

る
に
苦に

が

き
者も

の

は
棄す

て
ら
る
と
雖

い
へ
ど

も
、
猶な

ほ
剪せ

ん

伐ば
つ

を
免

ま
ぬ
か

る
る
が
ご
と
し
。
夫そ

れ
物ぶ

つ

類る
い

は
甘う

ま

き
を
尚

た
つ
と

ぶ
も
、
苦に

が

き
者も

の

は
全

ま
つ
た

き
を
得え

た
り
。
世よ

に
貴き

は
取と

ら
れ
賤せ

ん

は
棄す

て
ら
れ
ざ
る
は

莫な

し
。
然し

か

れ
ど
も
亦ま

た
取と

ら
る
る
者も

の

の
幸

さ
い
は

ひ
な
ら
ず
し
て
、

偶
た
ま
た
ま

棄す

て
ら
る
る
者も

の

に
幸

さ
い
は

ひ
な
る
を
知し

る
。
豈あ

に
荘さ

う

子し

の
所い

は

謂ゆ
る

無む

用よ
う

を
以も

つ

て
用よ

う

と
為な

す
者も

の

の
比た

ぐ

ひ
な
る
か
。

﹇
通

釈
﹈

江
南
地
方
に
は
竹
が
多
い
。︵
そ
の
た
め
︶
江
南
の
人
々
は
タ
ケ
ノ
コ
を
食
べ
る
の
を
習
慣
と
し
て
い
る
。
毎
年
春
の
季
節
に
な
る
と
、
タ
ケ
ノ
コ
の
身
を
包
む
皮
が
土
か
ら
顔
を

出
し
、︵
そ
の
生
え
た
ば
か
り
の
子
牛
の
角
の
よ
う
な
︶
小
さ
な
タ
ケ
ノ
コ
の
若
芽
を
、
み
な
採
っ
て
食
べ
る
。
あ
る
も
の
は
蒸
し
た
り
煮
た
り
し
て
ス
ー
プ
に
し
、
穂
先
の
や
わ
ら

か
い
と
こ
ろ
や
お
茶
を
食
卓
に
並
べ
る
。
も
の
ず
き
な
人
は
清
雅
な
も
の
へ
の
嗜
好
を
よ
し
と
し
て
、
大
き
く
な
り
か
か
っ
た
タ
ケ
ノ
コ
は
採
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
庭
園
を
美
し
く

し
つ
ら
え
て
、
幾
重
に
も
垣
根
や
門
扉
を
作
っ
て
、
主
人
が
ふ
だ
ん
か
ら
大
事
に
し
て
い
て
も
、
食
べ
ご
ろ
の
時
期
に
な
る
と
、
か
ま
わ
ず
切
り
取
っ
て
ゆ
く
。
た
だ
味
が
苦
く
て
食

べ
る
の
に
適
さ
な
い
も
の
だ
け
が
、
タ
ケ
ノ
コ
と
し
て
︵
の
生
を
︶
無
事
に
生
き
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ず
っ
と
渓
谷
や
山
の
中
で
、
地
面
に
散
ら
ば
り
広
が
っ
て
生
え
て
、
人
に
採
ら

れ
な
い
も
の
は
、
必
ず
苦
い
も
の
と
し
て
見
捨
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
う
ま
い
も
の
は
取
り
尽
く
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
る
。
な
ら
ば
、
う
ま
い
も
の
は
︵
う
ま
い

が
ゆ
え
に
︶
自
ら
を
殺
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
苦
い
も
の
は
見
捨
て
ら
れ
る
と
は
い
え
、
︵
そ
れ
は
︶
切
り
取
ら
れ
ず
に
︵
つ
ま
り
殺
さ
れ
ず
に
︶
す
ん
だ
の
と

同
じ
よ
う
な
こ
と
だ
。
そ
も
そ
も
、
物
は
う
ま
い
も
の
を
尊
重
す
る
が
、
苦
い
も
の
は
身
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
世
を
見
る
に
、
常
に
、
貴
く
す
ぐ
れ
て
い
る
者
は
取
り
上
げ

ら
れ
、
賤
し
く
下
等
な
者
は
捨
て
て
放
っ
て
お
か
れ
る
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
、
取
り
上
げ
ら
れ
る
者
が
幸
い
︵
な
ば
か
り
︶
で
な
く
、
捨
て
ら
れ
る
者
が
幸
い
で
あ
る
こ
と
も
あ
る

の
も
周
知
の
こ
と
だ
。
こ
れ
こ
そ
﹁
荘
子
﹂
の
言
う
と
こ
ろ
の
﹁
無
用
を
以
て
用
を
為
す
﹂
も
の
の
た
ぐ
い
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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﹇
解

説
﹈

問
�

語
の
意
味
の
問
題

⑴

基
礎

⑵

基
礎

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

問
�
は
、
昨
︵
二
〇
一
三
︶
年
度
、
久
々
に
﹁
語
の
意
味
と
熟
語
の
合
致
の
問
題
﹂
が
出
て
、
し
ば
ら
く
続
く
か
と
も
予
想
さ
れ
た
が
、
今
回
は
再
び
、
二
〇
〇
九
年
度
か
ら

二
〇
一
二
年
度
ま
で
四
年
連
続
出
題
さ
れ
た
﹁
語
の
意
味
の
問
題
﹂
に
戻
っ
た
。
二
〇
〇
四
年
度
か
ら
二
〇
〇
八
年
度
ま
で
五
年
続
い
た
﹁
漢
字
の
読
み
方
の
問
題
﹂
の
形
も
含

め
、
流
動
的
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

⑴
﹁
習
﹂
は
、﹁
江
南
に
竹
多
し
。
其
の
人

筍
た
け
の
こ

を
食
ら
ふ
を
～
﹂
と
い
う
文
脈
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
1

﹁
学
習
す
る
﹂、
3

﹁
習
得
す
る
﹂
、
5

﹁
習
練
す
る
﹂
は
明
ら

か
に
お
か
し
い
。
つ
ま
り
、﹁
習な

ら

ふ
﹂
と
読
む
の
で
は
な
い
。
2

の
﹁
弊D

習
と
し
て
い
る
﹂
は
﹁
悪D

いD

な
ら
わ
し
と
し
て
い
る
﹂
と
い
う
意
味
に
な
る
。
タ
ケ
ノ
コ
を
食
べ
る
の

が
﹁
悪D

いD

な
ら
わ
し
﹂
と
い
う
の
も
お
か
し
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
意
味
を
あ
て
は
め
て
み
て
、
正
解
は
4

﹁
習
慣
と
し
て
い
る
﹂
に
な
る
。﹁
習な

ら

ひ
と
す
﹂
と
読
む
こ
と
に
な
る
。

⑵
﹁
尚
﹂
は
、﹁
尚

し
よ
う

賢け
ん

・
尚

し
よ
う

古こ

・
尚

し
よ
う

武ぶ

﹂
な
ど
の
熟
語
か
ら
、
動
詞
と
し
て
﹁
た
つ
と
ぶ
︵
た
ふ
と
ぶ
︶
﹂
と
読
み
、﹁
尊
重
す
る
﹂
意
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
い
。

﹁
慕
う
﹂
意
や
、﹁
誇
る
﹂
意
も
、
字
義
と
し
て
は
な
く
は
な
い
が
、﹁
物
類
は
甘う

ま

き
を
～
﹂
と
い
う
文
脈
か
ら
も
、﹁
尊
重
す
る
﹂
と
か
﹁
よ
し
と
す
る
﹂
と
い
っ
た
意
味
と
考
え

た
い
。
正
解
は
3

。

正
解

⑴

4

⑵

3

29

30

問
�

返
り
点
の
付
け
方
と
読
み
方
︵
書
き
下
し
文
︶
の
組
合
せ
の
問
題

標
準

傍
線
部
Ａ

﹁
好

事

者

目

以

清

嗜

不

靳

方

長
﹂
の
返
り
点
の
付
け
方
と
そ
の
読
み
方
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

﹁
好
事
者
﹂
は
、
す
べ
て
の
選
択
肢
が
﹁
事
を
好
む
者
﹂
で
共
通
し
て
い
る
。﹁
好こ

う

事ず

﹂
は
﹁
も
の
ず
き
﹂
な
こ
と
。

あ
と
は
、﹁
清せ

い

嗜し

﹂
に
﹁
清
雅
︵
＝
清
ら
か
で
み
や
び
な
こ
と
︶
な
も
の
へ
の
嗜し

好こ
う

︵
＝
こ
の
み
︶﹂
と
い
う
︵
注
�
︶
が
つ
い
て
い
る
以
外
、
句
法
上
の
ポ
イ
ン
ト
も
ほ
と
ん

ど
な
い
。

﹁
目
﹂
は
、
1

・
2

・
3

・
5

が
﹁
目も

く

す
﹂
と
読
ん
で
い
る
。﹁
目
す
﹂
は
、﹁
見
る
﹂﹁
目
を
つ
け
て
見
る
・
注
視
す
る
﹂﹁
目
く
ば
せ
す
る
﹂﹁
評
価
す
る
﹂
な
ど
の
意
で
あ

る
。
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﹁
不
靳
方
長
﹂
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
、﹁
長
ず
る
を
靳と

ら
ず
﹂、
つ
ま
り
、
成
長
し
て
大
き
く
な
っ
た
タ
ケ
ノ
コ
は
採と

ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

﹁
長
き
に
方な

ら

ぶ
を
靳と

ら
ず
﹂
と
し
て
い
る
1

・
4

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

あ
と
は
、
選
択
肢
の
よ
う
に
読
ん
だ
場
合
の
文
意
を
考
え
て
み
る
し
か
な
い
。

2

は
、﹁
も
の
ず
き
な
人
は
見D

てD

︵
注
視
し
て
︶
そD

れD

でD

清
雅
な
も
の
へ
の
嗜
好
でD

あD

っD

てD

もD

大
き
く
な
り
か
か
っ
た
タ
ケ
ノ
コ
は
採
ら
な
い
﹂。

3

は
、﹁
も
の
ず
き
な
人
は
、
清
雅
な
も
の
へ
の
嗜
好
に
よ
っ
て
、
大
き
く
な
り
か
か
っ
た
タ
ケ
ノ
コ
は
採D

らD

なD

いD

とD

見D

るD

︵
評
価
す
る
︶﹂
。

5

は
、﹁
も
の
ず
き
な
人
は
、
清
雅
な
も
の
へ
の
嗜
好
を
よ
し
と
し
て
︵
清
雅
な
も
の
へ
の
嗜
好
と
い
う
点
か
ら
見
て
︶、
大
き
く
な
り
か
か
っ
た
タ
ケ
ノ
コ
は
採
ら
な
い
﹂。

2

・
3

は
F
F
F
の
部
分
の
文
意
が
お
か
し
い
。
正
解
は
5

で
あ
ろ
う
。

正
解

5

31

問
�

空
欄
補
充
の
問
題

応
用

空
欄

Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
・
Ⅳ

に
入
る
語
の
組
合
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

空
欄
補
充
問
題
は
、
二
〇
一
一
年
度
以
来
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
四
カ
所
の
空
欄
に
、﹁
甘
﹂
と
﹁
苦
﹂
を
ど
う
組
合
せ
て
入
れ
る
か
は
、
論
理
の
展
開
を
と
ら
え
る
問
題
で

あ
っ
て
、
難
度
が
高
い
問
題
と
も
い
え
る
。

Ⅰ

は
、﹁
渓
谷
巌
陸
︵
＝
山
の
中
︶
の
間
﹂
で
、﹁
地
に
散
漫
し
て
収
め
ら
れ
ざ
る
︵
＝
採
ら
れ
な
い
︶﹂
タ
ケ
ノ
コ
は
、﹁

Ⅰ

に
棄
て
ら
る
る
﹂
も
の
だ
、
と
い
う
文
脈
に

あ
る
。
こ
こ
は
、﹁
苦
き
に
棄
て
ら
る
る
﹂
つ
ま
り
﹁
苦
い
と
し
て
見
捨
て
ら
れ
る
︵
放
っ
て
お
か
れ
る
︶
﹂
の
か
、
﹁
甘う

ま

き
に
棄
て
ら
る
る
︵
う
ま
い
のD

にD

︶
見
捨
て
ら
れ
る
﹂

の
か
、
迷
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
厳
密
に
は
、﹁
於
﹂
の
は
た
ら
き
か
ら
は
、
後
者
の
よ
う
に
と
る
こ
と
は
無
理
が
あ
る
が
、
受
験
生
レ
ベ
ル
で
は
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

Ⅱ

は
、﹁
而
る
に
﹂
と
い
う
逆
接
が
直
前
に
あ
る
か
ら
、
Ⅰ

と
は
逆
な
も
の
が
入
る
。
Ⅱ

は
、﹁
之
を
取
り
て
或
い
は
其
の
類
を
尽
く
す
に
至
る
﹂、
要
は
、﹁
取
り
尽
く

さ
れ
て
し
ま
う
﹂
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。﹁
苦
﹂
け
れ
ば
﹁
取
﹂
っ
た
り
も
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
は
﹁
甘
き
﹂
者
は
、
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

Ⅲ

は
、﹁
然
ら
ば
︵
＝
そ
れ
な
ら
ば
︶﹂
の
あ
と
に
あ
り
、﹁

Ⅲ

者
は
自
ら

戕
そ
こ
な

ふ
に
近
し
﹂
と
あ
る
。
こ
の
﹁
自
ら
戕
ふ
︵
＝
自
分
で
殺
し
て
い
る
︶﹂
は
、
直
前
の
﹁
其

の
類
を
尽
く
す
に
至
る
﹂
を
言
っ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
Ⅲ

も
﹁
甘
き
﹂
が
入
る
。

Ⅰ

が
不
明
確
で
も
、
Ⅱ
・
Ⅲ

が
ど
ち
ら
も
﹁
甘
﹂
で
あ
る
選
択
肢
は
1

し
か
な
い
の
で
、
こ
こ
で
答
は
出
る
こ
と
に
な
り
、
Ⅰ

は
﹁
苦
﹂
で
あ
る
こ
と
も
決
定
で
き
る
。

正
解
は
1

。

Ⅳ

は
、
や
は
り
、
逆
接
の
﹁
而
る
に
﹂
が
直
前
に
あ
る
の
で
、
Ⅲ

と
は
逆
に
﹁
苦
﹂
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。﹁
甘
き
者
は
自
ら
戕
ふ
に
近
し
﹂
で
あ
る
の
と
は
反
対
に
、
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﹁
苦
き
者
は
棄
て
ら
る
と
雖
も
、
猶
ほ
剪
伐
を
免
る
る
が
ご
と
し
︵
＝
苦
い
も
の
は
見
捨
て
ら
れ
る
と
は
い
え
、
切
り
取
ら
れ
る
こ
と
を
免
れ
た
と
同
じ
で
あ
る
︶﹂、
つ
ま
り
、

身
を
全
う
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

正
解

1

32

問
�

送
り
仮
名
の
な
い
傍
線
部
の
解
釈
の
問
題

基
礎

傍
線
部
Ｂ

﹁
猶
㆑

免
㆓

於

剪

伐
㆒

﹂
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

ポ
イ
ン
ト
は
、
再
読
文
字
﹁
猶
︵
な
ホ
…
ご
と
シ
︶﹂
で
あ
る
。

﹁
猶
ほ
…
︵
の
・
が
︶
ご
と
し
﹂
は
、﹁
あ
た
か
も
…
の
よ
う
だ
﹂﹁
ち
ょ
う
ど
…
と
同
じ
で
あ
る
﹂
の
よ
う
な
訳
し
方
を
す
る
。
こ
れ
に
該
当
し
そ
う
な
の
は
、
5

の
﹁
切
り

取
ら
れ
ず
に
す
ん
だ
の
と
同
じ
こ
と
だ
﹂
し
か
な
い
。

全
体
と
し
て
は
、﹁
猶
ほ
剪
伐
を
免
る
る
が
ご
と
し
﹂
と
読
む
。﹁
剪
伐
を
免
る
﹂
は
、﹁
切
り
取
ら
れ
る
の
を
免
れ
る
﹂
の
で
あ
る
か
ら
、
4

・
5

の
よ
う
に
、﹁
切
り
取
ら

れ
ず
に
す
ん
だ
﹂
で
あ
る
。
4

の
﹁
ま
だ
…
な
い
﹂
で
は
、﹁
未
だ
…
ず
﹂
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

﹁
苦
い
﹂
タ
ケ
ノ
コ
は
、
採
ら
れ
ず
に
、﹁
棄
﹂
つ
ま
り
﹁
見
捨
て
ら
れ
る
。
放
っ
て
お
か
れ
る
﹂
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、﹁
切
り
取
ら
れ
ず
に
す
ん
だ
﹂
と
い
う
こ
と
、

生
を
全
う
で
き
た
と
い
う
こ
と
と
同
じ
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

正
解

5

33

問
�

訓
点
の
な
い
傍
線
部
の
書
き
下
し
文
︵
読
み
方
︶
の
問
題

標
準

傍
線
部
Ｃ

﹁
世

莫

不

貴

取

賤

棄

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

ポ
イ
ン
ト
は
、﹁
莫
不
…
﹂
の
二
重
否
定
の
句
法
で
あ
る
。

﹁
莫
㆑

不
㆓

…
㆒

﹂
は
、﹁
…
︵
セ
︶
ざ
る
は
莫な

し
﹂
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
答
は
1

か
3

に
絞
ら
れ
る
。

1

は
、﹁
世

莫
㆑

不
㆓

貴
㆑

取

賤
㆒㆑

棄

也
﹂
と
返
り
点
を
つ
け
て
、
読
め
な
く
は
な
い
。
意
味
は
、﹁
世
の
中
に
、
取
る
の
を
貴
び
、
捨
て
る
の
を
賤
し
ま
な
い
も
の
は
な
い
﹂

の
よ
う
に
な
る
。
が
、
こ
こ
は
、
も
は
や
タ
ケ
ノ
コ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
段
落
の
中
で
は
な
い
の
で
、
世
に
於
け
る
﹁
人
間
﹂
の
こ
と
と
し
て
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
訳
し
方

で
は
ど
う
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
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3

は
、﹁
世

莫
㆑

不
㆓

貴

取

賤

棄
㆒

也
﹂
と
返
り
点
が
つ
い
て
、﹁
世
の
中
に
、
貴
な
も
の
は
取
り
上
げ
ら
れ
、
賤
な
も
の
は
捨
て
お
か
れ
な
い
も
の
は
な
い
﹂
の
よ
う
な
意

味
に
な
る
。
こ
こ
の
﹁
貴
・
賤
﹂
が
、
単
に
身
分
の
上
下
を
言
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
わ
か
り
に
く
い
が
、
も
う
少
し
言
葉
を
補
っ
て
言
え
ば
、
﹁
こ
の
世
の
中
を
見
て
み
る

と
、
常
に
、
貴
な
も
の
︵
＝
貴
い
も
の
・
す
ぐ
れ
て
い
る
も
の
︶
は
取
り
上
げ
ら
れ
、
賤
な
も
の
︵
＝
賤
し
い
も
の
・
下
等
な
も
の
︶
は
捨
て
て
放
っ
て
お
か
れ
る
﹂
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。

﹁
然
れ
ど
も
﹂、
し
か
し
、﹁
取
ら
る
る
者
﹂
が
﹁
幸
ひ
な
ら
ず
﹂
で
、﹁
棄
て
ら
る
る
者
﹂
が
﹁
幸
ひ
﹂
な
こ
と
も
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
文
章
は
続
く
。
タ
ケ
ノ
コ
が
、﹁
甘う

ま

﹂

い
が
ゆ
え
に
﹁
剪
伐
﹂
さ
れ
て
﹁
自
ら
戕

そ
こ
な

ふ
﹂
こ
と
に
な
り
、﹁
苦
﹂
い
が
ゆ
え
に
﹁
棄
﹂
て
ら
れ
て
﹁
剪
伐
を
免
れ
﹂
て
、
生
を
﹁
全
﹂
う
で
き
る
こ
と
に
も
な
る
の
と
、
人

間
の
運
命
も
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
で
あ
る
。

な
お
、
2

や
4

の
よ
う
に
、﹁
貴
をD

取
る
﹂﹁
賤
をD

棄
つ
﹂
と
読
む
に
は
、
原
文
の
語
順
が
、﹁
取
㆑

ル

貴
ヲ

﹂﹁
棄
㆑

ツ

賤
ヲ

﹂
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
5

の
よ
う
に
読
む
に
は
、﹁
貴

ハ

不
㆑

取ラ
レ、
賤

ハ

莫
㆑

シ

棄テ
ラ
ル
ル
コ
ト﹂
の
よ
う
な
語
順
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

正
解

3

34

問
�

段
落
の
分
け
方
の
判
断
の
問
題

応
用

本
文
を
論
旨
の
展
開
上
、
三
つ
の
部
分
に
分
け
る
な
ら
ば
、
㋐
～
㋔
の
ど
こ
で
切
れ
る
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

段
落
に
関
す
る
問
題
は
、
二
〇
〇
九
年
度
以
来
、
久
々
の
出
題
で
あ
る
。

正
解
は
1

で
あ
る
。

第
一
段
落
︵
㋐
ま
で
︶﹁
江
南
に
竹
多
し
。
～
茹じ

よ

介か
い

茶ち
や

開せ
ん

以
て
饋き

に
充あ

つ
。﹂
は
、
江
南
地
方
に
は
竹
が
多
く
、
人
々
は

筍
た
け
の
こ

を
食
べ
る
習
慣
が
あ
り
、
春
に
な
る
と
い
ろ
い
ろ

な
食
べ
方
で
食
卓
に
並
べ
る
と
い
う
話
で
、
第
二
段
落
で
タ
ケ
ノ
コ
の
﹁
甘
・
苦
﹂
に
つ
い
て
の
話
を
す
る
た
め
に
、
ま
ず
は
タ
ケ
ノ
コ
の
こ
と
を
持
っ
て
き
た
導
入
部
に
な
っ

て
い
る
。

第
二
段
落
︵
㋓
ま
で
︶﹁
事
を
好
む
者
～
猶
ほ
剪
伐
を
免
る
る
が
ご
と
し
。﹂
は
、
タ
ケ
ノ
コ
は
﹁
甘う

ま

﹂
い
も
の
は
採
ら
れ
る
が
、
﹁
苦
﹂
い
も
の
は
棄
て
お
か
れ
る
こ
と
を
述

べ
、
こ
こ
で
、﹁
甘
﹂
い
も
の
は
﹁
取
﹂
ら
れ
て
、
あ
る
い
は
﹁
剪
伐
﹂
さ
れ
て
﹁
自
ら
戕
ふ
﹂
が
、﹁
苦
﹂
い
も
の
は
﹁
棄
﹂
て
ら
れ
て
﹁
剪
伐
を
免
れ
﹂、
生
を
全
う
で
き
る

と
、
第
三
段
落
の
﹁
趣
旨
﹂
へ
続
け
る
た
め
の
、
タ
ケ
ノ
コ
に
よ
る
比
喩
で
の
論
理
の
展
開
部
と
な
っ
て
い
る
。

第
三
段
落
は
、﹁
夫
れ
︵
＝
そ
も
そ
も
︶
物
類
は
～
﹂
と
、
こ
こ
か
ら
は
、
単
に
タ
ケ
ノ
コ
の
話
で
な
く
な
っ
て
い
る
。

タ
ケ
ノ
コ
が
、﹁
甘う

ま

﹂
い
が
ゆ
え
に
﹁
剪
伐
﹂
さ
れ
て
﹁
自
ら
戕
ふ
﹂
と
い
う
、
タ
ケ
ノ
コ
自
身
の
﹁
生
﹂
と
し
て
は
﹁
不
幸
﹂
な
こ
と
に
な
る
こ
と
も
あ
り
、﹁
苦
﹂
い
が
ゆ

2014年度センター試験 古典

− 14−



え
に
﹁
棄
﹂
て
ら
れ
て
﹁
剪
伐
を
免
れ
﹂、
タ
ケ
ノ
コ
と
し
て
の
﹁
生
﹂
を
全
う
で
き
る
﹁
幸
﹂
を
得
る
こ
と
も
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
人
間
も
、﹁
貴
﹂
で
あ
る
が
ゆ
え
に

﹁
取
ら
れ
﹂
る
が
﹁
幸
ひ
な
ら
ず
﹂
と
い
う
運
命
を
た
ど
る
こ
と
も
あ
り
、﹁
賤
﹂
で
あ
る
た
め
に
﹁
棄
﹂
て
ら
れ
た
こ
と
が
﹁
幸
ひ
﹂
に
な
る
こ
と
も
あ
る
と
、
人
間
の
人
生
の

禍
福
に
つ
い
て
の
論
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

正
解

1

35

問
	

傍
線
部
の
読
み
方
・
解
釈
と
、
本
文
全
体
の
筆
者
の
主
張
の
説
明
問
題

標
準

傍
線
部
Ｄ

﹁
豈

荘

子

所

謂

以

無

用

為

用

者

比

耶
﹂
の
読
み
方
と
筆
者
の
主
張
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

設
問
・
選
択
肢
の
複
雑
さ
を
見
る
と
、
一
見
た
い
へ
ん
面
倒
な
問
題
に
見
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
選
択
肢
の
よ
う
に
読
め
る
の
か
、
そ
の
よ
う
に
読
ん
だ
場
合
の
意
味
は
正
し
い

の
か
も
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
最
も
重
要
な
の
は
、
こ
れ
が
﹁
筆
者
の
主
張
﹂
＝
﹁
本
文
全
体
の
趣
旨
﹂
を
問
う
、
ま
と
め
の
設
問
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
判

断
す
べ
き
な
の
は
、
各
選
択
肢
の
後
半
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
の
各
問
い
を
解
き
な
が
ら
説
明
し
て
き
た
よ
う
に
、
筆
者
が
、
第
二
段
落
の
タ
ケ
ノ
コ
の
比
喩
を
通
し
て
言
い
た
か
っ
た
こ
と
は
、﹁
甘う

ま

﹂
い
か
ら
タ
ケ
ノ
コ
は

﹁
取
﹂
ら
れ
て
食
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
タ
ケ
ノ
コ
そ
の
も
の
の
﹁
生
﹂
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、﹁
苦
﹂
い
か
ら
こ
そ
﹁
取
﹂
ら
れ
た
り
せ
ず
﹁
棄
﹂
て
お
か
れ
て
天
寿
を
全

う
で
き
る
と
い
う
見
方
も
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
も
同
じ
で
は
な
い
か
…
と
、
第
三
段
落
で
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
を
説
明
し
て
い
る
正
解
は
5

で
あ
る
。

1

は
、﹁
無
用
の
は
た
ら
き
か
け
を
戒
め
る
﹃
荘
子
﹄
の
考
え
方
﹂
が
間
違
い
で
あ
る
。

2

は
、﹁
役
に
立
た
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
こ
そ
世
間
の
役
に
立
つ
と
い
う
﹃
荘
子
﹄
の
考
え
方
を
体
現
﹂
が
間
違
い
で
あ
る
。

3

は
、﹁
無
用
の
も
の
を
摂
取
し
な
い
こ
と
が
天
寿
を
ま
っ
と
う
す
る
秘
訣
だ
と
い
う
﹃
荘
子
﹄
の
考
え
方
に
反
論
﹂
が
間
違
い
で
あ
る
。

4

は
、﹁
無
用
の
よ
う
に
み
え
る
も
の
こ
そ
役
に
立
つ
と
い
う
﹃
荘
子
﹄
の
考
え
方
﹂
は
正
し
い
が
、﹁
…
が
見
失
わ
れ
が
ち
な
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
﹂
が
間
違
い
で
あ
る
。

荘そ
う

子し

︵﹃
荘
子
﹄
で
あ
れ
ば
書
名
︶
は
、
老ろ

う

子し

と
並
ぶ
﹁
道ど

う

家か

﹂
の
代
表
的
思
想
家
で
あ
る
。﹁
無む

用よ
う

の
用よ

う

﹂
は
5

の
訓
読
に
あ
る
よ
う
に
、﹁
無
用
を
以
て
用
と
為
す
﹂
と
い

う
こ
と
で
あ
る
が
、
一
般
に
は
、
4

の
選
択
肢
の
よ
う
に
、﹁
無
用
の
よ
う
に
み
え
る
も
の
こ
そ
︵
が
実
は
︶
役
に
立
﹂
っ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
家
屋
や

器
う
つ
わ

を
思
い
浮
か
べ
る
と
き
、
我
々
は
建
て
ら
れ
て
い
る
家
の
形
︵
外
観
︶、
茶
碗
な
ら
茶
碗
の
形
を
考
え
、
そ
れ
を
人
が
住
み
、
用
い
る
、﹁
有
用
﹂
な

家
や
器
だ
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
家
の
家
と
し
て
の
は
た
ら
き
、
茶
碗
の
茶
碗
と
し
て
の
は
た
ら
き
は
、﹁
無
用
﹂
に
見
え
る
、
中

の
空
間
に
こ
そ
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
外
枠
に
な
る
﹁
形
﹂
あ
る
部
分
が
な
け
れ
ば
、
内
側
の
空
間
も
そ
も
そ
も
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
か
ら
、
屁へ

理
屈
と
言
え
ば

そ
う
で
あ
る
が
、
も
の
の
見
方
、
考
え
方
と
し
て
は
﹁
な
る
ほ
ど
﹂
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
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5

の
選
択
肢
の
、﹁
無
用
と
さ
れ
る
も
の
こ
そ
天
寿
を
ま
っ
と
う
す
る
の
だ
﹂
に
つ
い
て
も
、﹃
荘
子
﹄
に
こ
ん
な
例
が
あ
る
。

荘
子
が
弟
子
を
つ
れ
て
山
の
中
を
歩
い
て
い
た
と
き
、
立
派
な
大
樹
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
ば
に
い
た
木き

樵こ

り
は
そ
の
大
樹
を
切
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
。
立
派
な
大
木
な

の
で
あ
る
が
、
幹
や
枝
が
曲
が
り
、
節ふ

し

も
あ
っ
た
り
で
、
木
材
に
は
で
き
な
い
の
だ
と
、
木
樵
り
は
言
う
。
荘
子
は
弟
子
た
ち
に
、
こ
の
大
樹
は
﹁
無
用
﹂
な
る
が
ゆ
え
に
切
ら

れ
る
こ
と
な
く
天
寿
を
全
う
で
き
て
い
る
の
だ
と
言
っ
た
。

﹁
苦
﹂
い
タ
ケ
ノ
コ
の
話
は
、
ま
さ
に
こ
の
後
者
の
例
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

傍
線
部
の
ア
タ
マ
に
﹁
豈
﹂
が
あ
り
、
文
末
の
﹁
耶
﹂
と
呼
応
し
て
、
ふ
つ
う
に
は
反
語
形
の
﹁
豈あ

に
…
ん
や
﹂
と
な
る
べ
き
で
あ
る
の
で
、
1

・
4

に
着
目
し
て
し
ま
っ

た
と
い
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
で
は
少
々
意
地
悪
な
質
問
だ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
る
が
、
最
後
の
﹁
趣
旨
︵
主
旨
︶﹂
説
明
問
題
は
、
と
に
か
く
、
本
文
と
の

内
容
合
致
問
題
な
の
で
あ
る
。

正
解

5
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