
二
〇
一
五
年
度
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験

解
説
︿
古
典
﹀

第
�
問

古
文

﹃
夢
の
通
ひ
路
物
語
﹄

﹇
出

典
﹈

﹃
夢
の
通
ひ
路
物
語
﹄
は
、
中
世
︵
鎌
倉
時
代
～
室
町
時
代
︶
に
成
立
し
た
擬
古
物
語
。
作
者
は
不
詳
。
作
品
冒
頭
、
吉
野
に
住
む
阿
闍
梨
︵
高
僧
︶
の
夢
に
、
亡
き
権
大
納
言

︵
問
題
文
中
の
男
君
︶
が
現
れ
、
三
の
宮
︵
問
題
文
中
の
御
子
︶
に
見
せ
て
ほ
し
い
と
言
っ
て
巻
物
を
託
す
。
目
が
覚
め
る
と
、
巻
物
は
現
実
に
そ
こ
に
あ
り
、
読
む
と
、
権
大
納
言

と
梅
壺
女
御
︵
問
題
文
中
の
女
君
︶
の
恋
の
物
語
が
書
か
れ
て
い
た
。
作
品
は
、
阿
闍
梨
が
巻
物
を
読
み
進
め
る
こ
と
で
、
読
者
も
一
緒
に
巻
物
の
物
語
を
読
む
こ
と
に
な
る
と
い
う

構
造
に
な
っ
て
い
る
。
巻
物
に
書
か
れ
た
物
語
は
、
三
の
宮
出
生
の
後
、
権
大
納
言
が
苦
悶
の
う
ち
に
病
死
し
、
女
御
が
吉
野
の
聖
を
導
師
と
し
て
出
家
し
て
終
わ
っ
て
お
り
、
阿
闍

梨
は
、
三
の
宮
が
成
長
し
た
後
に
こ
の
巻
物
を
渡
し
て
出
生
の
秘
密
を
知
ら
せ
る
。
問
題
の
本
文
は
、
女
君
が
女
御
と
な
り
、
三
の
宮
が
生
ま
れ
、
男
君
・
女
君
が
互
い
に
恋
し
く
思

い
つ
つ
苦
悩
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

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

題
は
、
二
〇
一
三
年
﹃
松
陰
中
納
言
物
語
﹄
・
二
〇
一
〇
年
﹃
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
﹄
・
二
〇
〇
九
年
﹃
一
本
菊
﹄
・
二
〇
〇
七
年
﹃
兵
部
�
宮
物
語
﹄
な
ど
が
あ
る
。

﹇
通

釈
﹈

︵
男
君
と
女
君
は
︶
互
い
に
恋
し
く
思
い
を
お
寄
せ
に
な
る
こ
と
が
様
々
で
あ
る
け
れ
ど
、
︵
男
君
は
︶
夢
以
外
で
は
決
し
て
︵
帝
の
女
御
と
な
っ
た
女
君
の
も
と
へ
︶
通
っ
て
行
く

こ
と
の
で
き
る
身
で
は
な
い
の
で
、
現
実
に
は
︵
�
う
こ
と
の
︶
期
待
も
断
た
れ
て
し
ま
っ
た
つ
ら
さ
ば
か
り
を
思
い
続
け
な
さ
り
、
大
空
だ
け
を
︵
む
な
し
く
︶
ぼ
ん
や
り
と
眺
め

な
が
ら
、
な
ん
と
な
く
心
細
く
思
い
続
け
な
さ
っ
て
い
た
。
男
君
の
お
気
持
ち
と
し
て
は
、
ま
し
て
恨
め
し
く
、
︵
女
君
へ
の
︶
ど
う
に
も
な
ら
な
い
︵
恋
の
︶
苦
悩
に
加
え
て
、
御

子
の
ご
様
子
に
つ
い
て
も
た
い
そ
う
畏
れ
多
い
こ
と
だ
が
、
鏡
に
映
っ
た
︵
自
分
自
身
の
︶
顔
も
︵
御
子
の
顔
に
︶
そ
っ
く
り
な
の
で
、
ま
す
ま
す
﹁
︵
御
子
が
我
が
子
で
あ
る
と
い

う
真
実
を
︶
は
っ
き
り
さ
せ
た
い
﹂
と
思
い
続
け
な
さ
る
け
れ
ど
、
︵
近
頃
は
︶
以
前
の
よ
う
に
︵
女
君
ば
か
り
か
︶
相
談
相
手
と
な
る
人
﹇
＝
女
君
の
侍
女
の
右
近
﹈
ま
で
も
連
絡

を
申
し
上
げ
る
こ
と
が
な
い
の
で
︵
確
か
め
よ
う
も
な
く
︶
、
﹁
︵
皇
子
が
自
分
の
子
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
︶
み
っ
と
も
な
く
、
今
さ
ら
関
わ
り
あ
っ
て
、
︵
女
君
の
︶

心
を
乱
し
愚
か
な
奴
だ
と
思
わ
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
﹂
と
自
然
と
気
が
ね
さ
れ
て
、
︵
ご
自
分
の
従
者
で
あ
る
︶
清
さ
だ
に
さ
え
も
お
心
を
許
し
て
お
っ
し
ゃ
り
も
せ
ず
、
ま
す
ま
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す
ひ
ど
く
物
思
い
を
な
さ
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
ち
ら
﹇
＝
女
君
の
ほ
う
﹈
で
も
お
心
で
は
絶
え
ず
お
嘆
き
に
な
る
け
れ
ど
、
ど
う
し
て
︵
わ
ず
か
で
も
そ
の
よ
う
な
︶
気
持
ち
を
お
漏
ら
し
に
な
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
帝
の
寝

所
に
た
び
た
び
召
さ
れ
、
自
然
と
帝
の
お
側
に
い
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
、
帝
の
ご
愛
情
が
こ
の
上
な
く
深
く
な
っ
て
い
く
の
も
、
︵
女
君
は
︶
と
て
も
つ
ら
く
、
恐
ろ
し
く
、
人
知

れ
ず
苦
し
く
お
思
い
に
な
っ
て
、
︵
あ
る
時
︶
少
し
の
間
︵
ご
自
分
の
︶
お
部
屋
に
お
戻
り
に
な
っ
て
い
た
。
人
も
少
な
く
、
も
の
静
か
に
ぼ
ん
や
り
と
物
思
い
に
ふ
け
っ
て
い
ら
っ

し
ゃ
っ
た
夕
暮
れ
に
、
右
近
が
、
お
側
に
参
上
し
て
、
︵
女
君
の
︶
御
髪
︿
お
ぐ
し
﹀
な
ど
を
と
か
し
申
し
上
げ
る
折
に
、
例
の
︵
男
君
に
関
す
る
︶
事
を
そ
れ
と
な
く
お
話
し
申
し

上
げ
る
。

︵
右
近
が
︶
﹁
近
ご
ろ
︵
男
君
を
︶
拝
見
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
︵
男
君
の
︶
ご
両
親
が
ご
心
配
な
さ
る
の
も
ご
も
っ
と
も
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
当
に
げ
っ
そ
り
と
お
痩
せ
に
な
り
、

こ
れ
以
上
な
い
と
い
う
ほ
ど
お
顔
色
が
真
っ
青
だ
と
拝
見
い
た
し
ま
し
た
。
清
さ
だ
も
、
︵
男
君
の
も
と
へ
は
︶
久
し
く
無
沙
汰
を
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
︵
男
君
は
︶
ど
の
よ
う
に

︵
女
君
と
の
こ
と
を
︶
あ
き
ら
め
な
さ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
、
何
日
も
気
が
か
り
に
思
い
、
恐
ろ
し
く
思
わ
れ
ま
し
た
が
、
や
は
り
︵
男
君
は
︶
辛
抱
し
き
れ
な
く
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
︵
女
君
へ
の
お
手
紙
を
清
さ
だ
に
託
し
な
さ
い
ま
し
た
︶
、
︵
清
さ
だ
が
︶
昨
日
手
紙
を
よ
こ
し
た
中
に
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
ま
し
た
。
﹃
本
当
に
、

︵
男
君
が
︶
お
悩
み
に
な
り
衰
弱
な
さ
る
こ
と
は
、
日
を
経
て
言
う
甲
斐
も
な
い
ほ
ど
ひ
ど
く
、
拝
見
す
る
の
も
気
の
毒
で
。
東
宮
﹇
＝
皇
太
子
。
す
で
に
亡
く
な
っ
て
い
る
別
の
女

御
を
母
と
す
る
皇
子
﹈
が
た
い
そ
う
か
わ
い
ら
し
く
ま
と
わ
り
つ
き
な
さ
る
の
で
、
気
を
緩
め
て
︵
部
屋
に
︶
籠
も
り
な
さ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
頃
は
、
続
け
て
参

内
な
さ
る
こ
と
も
お
で
き
に
な
ら
ず
、
ひ
た
す
ら
深
く
お
悩
み
に
な
り
衰
弱
な
さ
っ
て
い
る
﹄
と
書
い
て
ご
ざ
い
ま
し
た
﹂

と
言
っ
て
、
︵
男
君
の
︶
お
手
紙
を
取
り
出
し
た
け
れ
ど
、
︵
女
君
は
︶
か
え
っ
て
つ
ら
く
、
何
と
な
く
恐
ろ
し
い
の
で
、

﹁
ど
う
し
て
、
こ
の
よ
う
に
言
う
の
だ
ろ
う
か
﹂

と
お
思
い
に
な
っ
て
、
泣
い
て
し
ま
わ
れ
る
。

︵
右
近
は
︶
﹁
︵
男
君
の
お
手
紙
も
︶
今
回
が
、
最
後
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
御
覧
に
な
ら
な
い
よ
う
な
こ
と
は
、
罪
深
い
こ
と
だ
と
お
思
い
に
な
る
の
が
よ
い
﹂

と
言
っ
て
、
泣
い
て
、

﹁
︵
お
二
人
が
︶
以
前
の
ま
ま
の
状
態
で
あ
っ
た
ら
、
︵
ど
う
し
て
︶
こ
の
よ
う
に
思
い
が
け
な
い
こ
と
と
な
り
、
ど
こ
に
苦
し
い
お
気
持
ち
が
加
わ
る
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た
で

し
ょ
う
か
﹂

と
、
こ
っ
そ
り
申
し
上
げ
る
の
で
、
︵
女
君
は
︶
ま
す
ま
す
恥
ず
か
し
く
、
本
当
に
悲
し
く
て
、
︵
男
君
の
手
紙
を
︶
捨
て
き
る
こ
と
が
で
き
ず
に
御
覧
に
な
る
。

﹁
さ
り
と
も
と
…
＝
そ
う
は
い
っ
て
も
︵
�
え
る
機
会
も
あ
る
だ
ろ
う
︶
と
期
待
し
て
い
た
が
、
そ
の
甲
斐
も
な
く
︵
私
は
死
ぬ
の
で
︶
、
私
が
死
ん
だ
後
に
、
せ
め
て
並
々
で

な
い
物
思
い
だ
け
で
も
し
て
く
だ
さ
い
。

(
あ
な
た
が
入
内
し
て
私
の
︶
手
の
届
か
な
い
宮
中
に
い
る
の
を
拝
見
し
、
︵
帝
と
あ
な
た
の
前
で
御
�
越
し
に
︶
あ
の
よ
う
な
笛
の
音
を
奏
で
ま
し
た
夕
方
か
ら
、
気
持
ち
も
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乱
れ
、
苦
し
く
思
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
︵
死
ぬ
前
に
︶
間
も
な
く
魂
が
こ
の
つ
ら
い
身
を
離
れ
て
、
あ
な
た
の
も
と
に
さ
ま
よ
い
出
た
な
ら
、
お
引
き
留
め
く
だ
さ
い
よ
。

惜
し
く
も
な
い
命
で
す
が
、
ま
だ
死
に
果
て
て
は
い
ま
せ
ん
の
で
﹂

な
ど
と
、
し
み
じ
み
と
、
い
つ
も
よ
り
ま
す
ま
す
見
所
が
あ
る
よ
う
に
︵
男
君
が
︶
思
う
ま
ま
に
書
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
を
御
覧
に
な
る
と
、
︵
女
君
は
︶
こ
れ
ま
で
の
こ
と
や
行

く
末
の
こ
と
に
つ
い
て
何
も
か
も
︵
絶
望
し
て
︶
眼
の
前
が
真
っ
暗
に
な
っ
て
、
︵
涙
で
︶
お
袖
を
た
い
そ
う
濡
ら
し
な
さ
る
。
︵
女
君
が
︶
伏
せ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
を
、
︵
右
近

は
︶
拝
見
す
る
の
も
気
の
毒
で
、
﹁
︵
お
二
人
は
︶
ど
の
よ
う
な
こ
の
世
で
の
ご
宿
縁
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
﹂
と
、
思
い
嘆
く
よ
う
だ
。

﹁
人
が
来
な
い
う
ち
に
、
さ
あ
、
御
返
事
を
﹂

と
︵
右
近
が
︶
申
し
上
げ
る
と
、
︵
女
君
は
︶
お
気
持
ち
も
せ
わ
し
く
て
、

﹁
思
は
ず
も
…
＝
心
な
ら
ず
も
離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
嘆
い
て
、
あ
な
た
と
一
緒
に
︵
私
も
こ
の
世
か
ら
︶
消
え
果
て
て
し
ま
い
ま
し
ょ
う
。

死
に
遅
れ
る
つ
も
り
は
︵
あ
り
ま
せ
ん
︶
﹂

と
だ
け
、
お
書
き
に
な
る
が
、
︵
手
紙
を
︶
結
び
な
さ
る
こ
と
が
お
で
き
に
な
れ
な
く
て
、
深
く
思
い
悩
ん
で
ひ
た
す
ら
お
泣
き
に
な
る
。
︵
右
近
は
︶
﹁
︵
女
君
の
手
紙
は
︶
こ
の
よ
う

に
言
葉
少
な
く
、
︵
二
人
の
関
係
が
改
善
す
る
こ
と
を
示
す
よ
う
な
︶
格
別
見
る
べ
き
節
も
な
い
と
は
い
え
、
︵
男
君
は
︶
ま
す
ま
す
し
み
じ
み
と
気
の
毒
に
も
御
覧
に
な
る
こ
と
だ
ろ

う
﹂
と
、
お
二
人
︵
の
お
気
持
ち
︶
を
思
い
や
る
に
つ
け
て
も
、
悲
し
く
見
申
し
上
げ
た
。

﹇
解

説
﹈

問
�

傍
線
部
の
解
釈
の
問
題

�

標
準

�

基
礎

�

基
礎

傍
線
部
�
～
�
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
選
べ
。

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

�

﹁
あ
ぢ
き
な
き
嘆
き
﹂

﹁
あ
ぢ
き
な
き
／
嘆
き
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
る
。
﹁
あ
ぢ
き
な
き
﹂
は
、
﹁
不
当
だ
・
甲
斐
が
な
い
・
無
益
だ
・
お
も
し
ろ
く
な
い
・
情
な
い
﹂
等
の
意
の
形
容
詞
﹁
あ
ぢ
き
な

し
﹂
の
連
体
形
。
そ
の
点
で
、
1

﹁
頼
り
な
い
﹂
・
2

﹁
限
り
な
い
﹂
・
3

﹁
押
さ
え
が
た
い
﹂
は
正
し
く
な
い
。
4

の
﹁
ど
う
に
も
な
ら
な
い
﹂
は
、
﹁
悩
ん
だ
と
こ
ろ
で
ど

う
に
も
な
ら
な
い
﹂
、
つ
ま
り
、
﹁
悩
ん
で
も
甲
斐
が
な
い
﹂
の
意
だ
と
考
え
れ
ば
正
し
い
。
5

の
﹁
ふ
が
い
な
い
﹂
は
意
味
が
近
そ
う
だ
が
、
﹁
あ
ぢ
き
な
き
﹂
が
﹁
嘆
き
﹂
に

係
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
5

の
﹁
ふ
が
い
な
い
﹂
は
﹁
嘆
き
﹂
に
相
当
す
る
﹁
い
ら
だ
ち
﹂
に
で
は
な
く
、
﹁
自
分
自
身
﹂
に
係
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
正
し
く
な
い
。
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よ
っ
て
、
正
解
は
4

。
ま
た
、
少
し
前
に
﹁
男
の
御
心
に
は
﹂
と
あ
る
か
ら
、
﹁
あ
ぢ
き
な
き
嘆
き
﹂
は
男
君
の
嘆
き
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
前
書
き
の
﹁
そ
の
子
を
自

分
の
子
と
確
信
す
る
男
君
は
人
知
れ
ず
苦
悩
﹂
や
、
本
文
冒
頭
の
一
文
﹁
か
た
み
に
恋
し
う
思
し
添
ふ
﹂
に
よ
れ
ば
、
男
君
が
嘆
い
て
い
る
の
は
女
君
と
の
こ
と
、
も
し
く
は
、

御
子
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
か
ら
見
る
と
2

か
4

が
正
し
い
が
、
傍
線
部
の
直
後
に
﹁
に
添
へ
て
、
御
子
の
御
気
配
も
﹂
と
あ
り
、
傍
線
部
で
は
御
子
に
対
す
る
思
い

を
言
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
か
ら
、
こ
の
点
か
ら
見
て
も
正
解
は
4

で
あ
る
。

�

﹁
あ
き
ら
め
て
し
が
な
﹂

﹁
あ
き
ら
め
／
て
し
が
な
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
る
。
﹁
あ
き
ら
め
﹂
は
、
﹁
明
ら
か
に
す
る
﹂
の
意
の
動
詞
﹁
あ
き
ら
む
﹂
の
連
用
形
で
あ
る
。
こ
れ
が
正
し
い
の
は
2

の
﹁
真

実
を
は
っ
き
り
さ
せ
﹂
だ
け
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
正
解
は
2

で
あ
る
。
何
を
﹁
は
っ
き
り
さ
せ
た
い
﹂
の
か
に
つ
い
て
は
、
直
前
に
、
﹁
鏡
の
影
も
を
さ
を
さ
覚
ゆ
れ
ば
︵
注

�
︶
﹂
と
あ
り
、
前
書
き
の
、
﹁
そ
の
子
を
自
分
の
子
と
確
信
す
る
﹂
な
ど
か
ら
、
御
子
が
自
分
の
子
な
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
﹁
あ
き
ら
む
﹂
を

﹁
諦
め
る
﹂
の
意
だ
と
考
え
て
、
1

﹁
辞
め
て
し
ま
い
﹂
・
3

﹁
思
い
を
断
ち
切
り
﹂
を
選
ぶ
の
は
誤
り
。
な
お
、
﹁
て
し
が
な
﹂
は
、
﹁
～
し
た
い
﹂
と
訳
す
、
自
己
の
願
望
の

終
助
詞
で
、
正
し
い
の
は
1

・
2

・
3

。
4

・
5

の
﹁
～
し
て
ほ
し
い
﹂
は
、
終
助
詞
﹁
な
む
﹂
の
訳
し
方
で
、
﹁
て
し
が
な
﹂
の
訳
と
し
て
は
正
し
く
な
い
。

�

﹁
御
こ
こ
ろ
ざ
し
の
に
な
き
さ
ま
に
な
り
ま
さ
る
﹂

﹁
御
こ
こ
ろ
ざ
し
／
の
／
に
な
き
／
さ
ま
／
に
／
な
り
／
ま
さ
る
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
る
﹁
こ
こ
ろ
ざ
し
﹂
は
、
﹁
心
持
ち
﹂
の
意
だ
が
、
﹁
愛
情
﹂
の
意
で
使
わ
れ
る
こ
と
が

多
い
。
そ
の
点
で
は
、
1

﹁
愛
情
﹂
・
2

﹁
寵
愛
﹂
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
3

﹁
気
持
ち
﹂
・
4

﹁
気
遣
い
﹂
の
可
能
性
も
残
る
。
﹁
に
な
き
﹂
は
、
﹁
二
つ
と
な
い
・
ま
た
と

な
い
ほ
ど
だ
・
こ
の
上
な
い
・
す
ば
ら
し
い
﹂
の
意
の
形
容
詞
﹁
二
な
し
﹂
の
連
体
形
。
﹁
ま
た
な
し
・
た
ぐ
ひ
な
し
・
よ
に
な
し
﹂
等
と
同
義
の
語
で
あ
る
。
こ
れ
が
正
し
い

の
は
、
1

の
﹁
こ
の
上
な
く
﹂
だ
け
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
1

が
正
解
。

正
解

�

4

�

2

�

1

21

22

23

問
�

敬
語
︵
種
類
と
敬
意
の
方
向
︶
の
問
題

標
準

波
線
部
ａ

～
ｃ

の
敬
語
の
説
明
の
組
合
せ
と
し
て
正
し
い
も
の
を
選
べ
。
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ま
ず
、
敬
語
の
種
類
を
見
る
。

ａ
﹁
侍
り
﹂
は
、
本
動
詞
と
し
て
﹁
あ
り
ま
す
・
お
り
ま
す
﹂
と
訳
す
場
合
と
、
補
助
動
詞
と
し
て
﹁
～
で
す
・
～
ま
す
・
～
で
ご
ざ
い
ま
す
﹂
と
訳
す
場
合
は
、
丁
寧
語
で

あ
り
、
本
動
詞
と
し
て
﹁
︵
高
貴
な
人
や
場
所
に
︶
お
仕
え
す
る
﹂
と
訳
す
場
合
は
謙
譲
語
で
あ
る
。
ａ
は
形
容
動
詞
﹁
む
べ
な
り
﹂
の
連
用
形
に
付
い
て
い
て
、
﹁
む
べ
に
侍

り
﹂
で
﹁
も
っ
と
も
で	

ご	

ざ	

い	

ま	

す	

・
も
っ
と
も
で	

す	

﹂
と
訳
せ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
丁
寧
の
補
助
動
詞
。
よ
っ
て
、
ａ
の
敬
語
の
種
類
が
正
し
い
の
は
、
1

・
2

・
5

で

あ
る
。
こ
れ
が
わ
か
る
だ
け
で
も
3

・
4

は
消
去
で
き
る
。

ｂ
・
ｃ
は
﹁
給
ふ
﹂
で
あ
る
。
﹁
給
ふ
﹂
は
、
四
段
活
用
︵
給
は
／
給
ひ
／
給
ふ
／
給
ふ
／
給
へ
／
給
へ
︶
の
場
合
は
尊
敬
語
で
、
本
動
詞
と
し
て
﹁
下
さ
る
・
お
与
え
に
な

る
﹂
、
補
助
動
詞
と
し
て
﹁
お
～
に
な
る
・
～
な
さ
る
﹂
と
訳
す
。
ま
た
、
下
二
段
活
用
︵
給
へ
／
給
へ
／
○
／
給
ふ
る
／
給
ふ
れ
／
○
︶
の
場
合
は
謙
譲
語
で
、
補
助
動
詞
と

し
て
し
か
用
い
ら
れ
ず
、
﹁
～
で
す
・
～
ま
す
﹂
と
丁
寧
語
の
よ
う
に
訳
す
。
ｂ
は
﹁
給
は
﹂
の
形
で
あ
り
、
﹁
籠
ら
せ
﹂
︵
﹁
せ
﹂
は
尊
敬
の
助
動
詞
﹁
す
﹂
の
連
用
形
︶
に
付
い

て
い
る
の
で
、
尊
敬
の
補
助
動
詞
。
よ
っ
て
、
ｂ
の
敬
語
の
種
類
は
、
全
て
の
選
択
肢
が
正
し
い
。
ｃ
﹁
給
へ
﹂
は
、
連
用
形
に
接
続
す
る
助
動
詞
﹁
き
﹂
の
連
体
形
﹁
し
﹂
が

接
続
し
て
お
り
、
﹁
給
へ
﹂
で
連
用
形
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
か
ら
、
謙
譲
の
補
助
動
詞
。
よ
っ
て
、
ｃ
の
敬
語
の
種
類
が
正
し
い
の
は
、
1

・
3

・
5

で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
敬
語
の
種
類
を
見
る
だ
け
で
、
選
択
肢
は
1

と
5

に
絞
ら
れ
る
。

次
に
、
敬
意
の
方
向
を
見
る
。

﹁
誰
か
ら
﹂
に
つ
い
て
は
、
そ
の
敬
語
を
話
し
て
い
る
人
か
ら
と
考
え
る
。
会
話
文
で
あ
れ
ば
、
そ
の
﹁
会
話
文
を
話
し
て
い
る
人
か
ら
﹂
、
地
の
文
で
あ
れ
ば
、
﹁
作
者
︵
語

り
手
︶
か
ら
﹂
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

ａ
の
﹁
侍
り
﹂
は
、
会
話
文
中
に
あ
り
、
そ
の
会
話
文
は
、
直
前
に
﹁
右
近
、
御
側
参
り
て
～
聞
こ
え
奉
る
﹂
と
あ
る
と
お
り
、
右
近
の
会
話
文
で
あ
る
か
ら
、
﹁
右
近
か
ら
﹂

の
敬
意
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
全
て
の
選
択
肢
が
正
し
い
。
ｂ
の
﹁
給
は
﹂
も
、
ａ
と
同
じ
く
右
近
の
会
話
文
に
あ
る
が
、
ｂ
は
そ
の
会
話
文
内
の
﹃

﹄

の
部
分
に
あ
る
。
﹃

﹄
の
前
の
﹁
清
さ
だ
も
～
昨
日
文
お
こ
せ
し
中
に
、
か
か
る
も
の
な
む
侍
り
け
る
﹂
が
正
し
く
読
め
れ
ば
、
﹃

﹄
は
清
さ
だ
の
手
紙
の
引
用
で
あ
る
と
わ

か
る
か
ら
、
ｂ
は
﹁
清
さ
だ
か
ら
﹂
の
敬
意
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
を
﹁
御
方
々
か
ら
﹂
と
し
て
い
る
1

・
2

・
3

は
誤
り
で
あ
る
。
ま
た
、
ｃ
の
﹁
給
へ
﹂

は
Ａ

の
手
紙
文
中
に
あ
り
、
こ
の
手
紙
は
問
�
の
設
問
文
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
男
君
の
手
紙
で
あ
る
か
ら
、
﹁
男
君
か
ら
﹂
の
敬
意
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
全
て
の
選
択
肢
が
正
し
い
。
よ
っ
て
、
こ
の
段
階
で
、
敬
語
の
種
類
と
、
﹁
誰
か
ら
﹂
の
説
明
が
正
し
い
5

が
正
解
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

﹁
誰
へ
﹂
に
つ
い
て
も
見
て
お
こ
う
。
﹁
誰
へ
﹂
の
敬
意
か
は
、
問
わ
れ
て
い
る
敬
語
の
種
類
か
ら
判
断
し
、
尊
敬
語
の
場
合
は
﹁
動
作
の
主
体
へ
﹂
、
謙
譲
語
の
場
合
は
﹁
動

作
の
受
け
手
へ
﹂
、
丁
寧
語
の
場
合
は
﹁
話
の
聞
き
手
へ
﹂
と
考
え
る
。

ａ
は
、
丁
寧
語
で
あ
る
か
ら
、
ａ
を
含
む
右
近
の
会
話
文
の
聞
き
手
で
あ
る
女
君
へ
の
敬
意
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
正
し
い
の
は
、
1

・
2

・
5

で
あ
る
。
ｂ
は
、

尊
敬
語
で
あ
る
か
ら
、
﹁
籠
ら
せ
給
は
ぬ
﹂
の
主
体
で
あ
る
男
君
へ
の
敬
意
で
あ
る
。
こ
れ
は
主
体
を
読
み
取
る
の
が
や
や
難
し
い
が
、
選
択
肢
で
こ
れ
が
誤
っ
て
い
る
も
の
は
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な
い
。
ｃ
は
、
謙
譲
語
で
あ
る
が
、
謙
譲
の
﹁
給
ふ
﹂
は
訳
と
敬
意
の
方
向
は
丁
寧
語
同
然
に
扱
う
の
で
、
﹁
話
の
聞
き
手
へ
﹂
の
敬
意
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
ｃ
を
含
む
男
君

の
手
紙
文
の
聞
き
手
︵
読
み
手
︶
で
あ
る
女
君
へ
の
敬
意
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
謙
譲
の
﹁
給
ふ
﹂
の
敬
意
の
方
向
は
丁
寧
語
同
然
に
扱
う
べ
き
だ
と
い
う
の
は
、
や
や
難
し
い

が
、
こ
れ
が
誤
っ
て
い
る
選
択
肢
は
な
い
。

ａ
と
ｃ
の
敬
語
の
種
類
か
ら
1

と
5

に
絞
り
、
ｂ
が
あ
る
﹃

﹄
が
清
さ
だ
の
手
紙
文
で
あ
っ
て
、
ｂ
が
清
さ
だ
か
ら
の
敬
意
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、
正
解
は
得
ら
れ

る
。な

お
、
下
二
段
活
用
の
謙
譲
の
﹁
給
ふ
﹂
が
、
セ
ン
タ
ー
試
験
で
問
わ
れ
る
の
は
珍
し
い
が
、
﹁
給
ふ
・
奉
る
・
参
る
﹂
な
ど
二
種
に
ま
た
が
る
敬
語
に
関
す
る
学
習
は
重
要

で
あ
る
か
ら
、
し
っ
か
り
と
確
認
し
て
お
き
た
い
。

正
解

5

24

問
�

傍
線
部
の
心
情
説
明
の
問
題

標
準

傍
線
部
Ｘ

﹁
い
と
ど
恥
づ
か
し
う
、
げ
に
悲
し
く
て
﹂
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
女
君
の
心
情
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

選
択
肢
は
全
て
、
女
君
の
心
情
を
﹁
恥
ず
か
し
く
な
り
﹂
﹁
悲
し
く
感
じ
て
い
る
﹂
と
説
明
し
て
お
り
、
違
う
の
は
、
女
君
に
対
す
る
右
近
の
言
葉
や
態
度
の
説
明
で
あ
る
。

女
君
の
心
情
説
明
問
題
の
か
た
ち
を
と
っ
て
は
い
る
が
、
実
は
、
こ
れ
は
、
﹁
女
君
を
恥
ず
か
し
く
悲
し
く
さ
せ
た
右
近
の
言
葉
・
態
度
で
正
し
い
の
は
ど
れ
か
﹂
と
い
う
問
題

な
の
で
あ
る
。

第
二
段
落
以
降
、
実
際
に
登
場
し
て
い
る
の
は
女
君
と
右
近
だ
け
で
あ
り
、
女
君
の
動
作
に
は
尊
敬
語
が
使
わ
れ
、
右
近
の
動
作
に
は
尊
敬
語
が
使
わ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
傍

線
部
Ｘ

の
直
前
に
あ
る
右
近
の
言
葉
・
態
度
は
、
傍
線
部
Ｘ

の
直
前
の
、
﹁
﹃
こ
た
び
は
、
と
ぢ
め
に
も
～
忍
び
て
も
聞
こ
ゆ
れ
ば
﹂
の
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
﹁
﹃
︵
男
君
の
お

手
紙
も
︶
今
回
が
、
最
後
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
御
覧
に
な
ら
な
い
よ
う
な
こ
と
は
、
罪
深
い
こ
と
だ
と
お
思
い
に
な
る
の
が
よ
い
﹄
と
言
っ
て
、
泣
い
て
、
﹃
︵
お
二
人
が
︶
以

前
の
ま
ま
の
状
態
で
あ
っ
た
ら
、
︵
ど
う
し
て
︶
こ
の
よ
う
に
思
い
が
け
な
い
こ
と
と
な
り
、
ど
こ
に
苦
し
い
お
気
持
ち
が
加
わ
る
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
﹄
と
、

こ
っ
そ
り
申
し
上
げ
る
と
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
を
正
し
く
踏
ま
え
て
説
明
し
て
い
る
3

が
正
解
で
あ
る
。

1

は
、
﹁
男
君
の
病
状
が
悪
く
な
っ
た
の
は
自
分
の
せ
い
だ
と
責
め
ら
れ
﹂
た
と
い
う
事
実
が
本
文
に
な
い
。
2

は
、
﹁
世
に
秘
め
た
二
人
の
仲
を
詳
し
く
知
ら
れ
て
﹂
が

﹁
世
に
秘
め
た
﹂
﹁
詳
し
く
﹂
か
ら
し
て
、
皇
子
の
出
生
の
秘
密
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
右
近
が
皇
子
の
出
生
の
秘
密
を
知
っ
た
と
は
本
文
に
書
か
れ
て
い
な

い
。
﹁
二
人
の
仲
が
公
に
で
き
な
い
と
思
い
知
ら
さ
れ
て
﹂
も
、
判
断
の
根
拠
が
な
い
。
4

は
、
男
君
の
手
紙
を
﹁
罪
深
い
﹂
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
本
文
に
な
い
。
ま
た
、
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﹁
男
君
の
姿
が
元
気
だ
っ
た
頃
と
は
一
変
し
た
﹂
こ
と
は
清
さ
だ
の
手
紙
に
よ
っ
て
知
れ
る
が
、
右
近
が
そ
れ
を
﹁
心
苦
し
い
と
嘆
﹂
い
て
い
る
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
5

は
、

﹁
子
ど
も
の
面
倒
を
見
な
い
の
は
﹂
も
、
﹁
子
ど
も
さ
え
な
け
れ
ば
帝
も
男
君
も
こ
こ
ま
で
苦
し
ま
な
か
っ
た
だ
ろ
う
﹂
も
、
右
近
は
言
っ
て
い
な
い
。

正
解

3

25

問
�

内
容
説
明
の
問
題

応
用

本
文
中
の
手
紙
Ａ

︵
男
君
の
手
紙
︶
、
手
紙
Ｂ

︵
女
君
の
手
紙
︶
の
内
容
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

男
君
の
手
紙
Ａ

に
あ
る
和
歌
は
、
﹁
そ
う
は
い
っ
て
も
︵
�
え
る
機
会
も
あ
る
だ
ろ
う
︶
と
期
待
し
て
い
た
が
、
そ
の
甲
斐
も
な
く
︵
私
は
死
ぬ
の
で
︶
、
私
が
死
ん
だ
後
に
、

せ
め
て
並
々
で
な
い
物
思
い
だ
け
で
も
し
て
お
く
れ
。
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
男
君
は
続
け
て
﹁
︵
あ
な
た
が
入
内
し
て
私
の
︶
手
の
届
か
な
い
宮
中
に
い
る
の
を
拝
見
し
、

︵
帝
と
あ
な
た
の
前
で
御
�
越
し
に
︶
あ
の
よ
う
な
笛
の
音
を
奏
で
ま
し
た
夕
方
か
ら
、
気
持
ち
も
乱
れ
、
苦
し
く
思
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
︵
死
ぬ
前
に
︶
間
も
な
く
魂
が
こ
の

つ
ら
い
身
を
離
れ
て
、
あ
な
た
の
も
と
に
さ
ま
よ
い
出
た
な
ら
、
お
引
き
留
め
く
だ
さ
い
よ
。
惜
し
く
も
な
い
命
で
す
が
、
ま
だ
死
に
果
て
て
は
い
ま
せ
ん
の
で
﹂
と
書
い
て
い

る
。
ポ
イ
ン
ト
は
、
﹁
私
は
死
ぬ
だ
ろ
う
が
、
そ
の
前
に
魂
が
あ
な
た
の
も
と
に
さ
ま
よ
い
出
た
ら
﹂
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
を
確
認
で
き
れ
ば
、
﹁
︵
魂
が
︶
こ
の
身
を
に
と

ど
ま
っ
て
死
に
き
れ
な
い
﹂
と
し
て
い
る
1

、
魂
で
は
な
く
﹁
私
を
受
け
入
れ
て
は
く
れ
な
い
も
の
か
﹂
と
い
っ
て
い
る
2

、
魂
が
さ
ま
よ
い
出
る
時
を
﹁
死
ぬ
だ
ろ
う
が
、

そ	

の	

と	

き	

に	

は	

﹂
と
し
て
い
る
4

、
﹁
死
ん
だ
ら
﹂
と
し
て
い
る
5

は
、
い
ず
れ
も
誤
り
で
あ
り
、
﹁
死
ぬ
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
ま
で
に
﹂
と
し
て
い
る
3

が
正
解
で
あ
る
と
わ
か

る
。1

は
﹁
生
き
る
甲
斐
も
な
く
﹂
、
2

は
﹁
死
に
き
れ
な
い
の
で
﹂
、
4

は
﹁
誰
の
せ
い
で
こ
う
な
っ
た
の
か
悩
ん
で
ほ
し
い
﹂
、
5

は
﹁
空
を
眺
め
て
ほ
し
い
﹂
﹁
そ
ば
に
置
い

て
ほ
し
い
﹂
の
部
分
に
も
キ
ズ
が
あ
る
。

女
君
の
手
紙
Ｂ

に
あ
る
和
歌
は
、
﹁
心
な
ら
ず
も
離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
嘆
い
て
、
あ
な
た
と
一
緒
に
︵
私
も
こ
の
世
か
ら
︶
消
え
果
て
て
し
ま
い
ま
し
ょ

う
。
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
書
き
添
え
ら
れ
て
い
る
﹁
遅
る
べ
う
は
﹂
は
﹁
死
に
遅
れ
る
つ
も
り
は
︵
あ
り
ま
せ
ん
︶
﹂
の
意
で
あ
る
。
和
歌
に
あ
る
﹁
思
は
ず
も
﹂
は
﹁
思
い

が
け
ず
も
﹂
の
意
で
あ
り
、
﹁
も
ろ
と
も
に
﹂
は
﹁
一
緒
に
﹂
の
意
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
表
現
が
﹁
心
な
ら
ず
も
︵
3

︶
・
意
に
反
し
て
︵
4

︶
﹂
、
ま
た
﹁
私
も
︵
3

・

4

︶
﹂
と
、
正
し
く
反
映
さ
れ
て
い
る
3

・
4

に
選
択
肢
は
絞
ら
れ
る
が
、
4

に
書
か
れ
て
い
る
﹁
待
っ
て
い
て
ほ
し
い
﹂
に
相
当
す
る
表
現
は
手
紙
Ｂ

に
は
な
い
の
で
、
手

紙
Ｂ

に
つ
い
て
見
て
も
、
正
解
は
3

で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

1

は
﹁
離
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
苦	

し	

く	

﹂
﹁
こ
の
嘆	

き	

と	

と	

も	

に	

消
え
て
し
ま
い
た
い
﹂
、
2

は
﹁
も
は
や
あ
な
た
を
愛
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
前
世
か
ら
の
因
縁
と
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思
え
ば
つ
ら
く
﹂
、
5

は
﹁
今
�
え
な
い
こ
と
で
さ
え
も
も
ど
か
し
く
﹂
﹁
魂
の
訪
れ
な
ど
待
た
ず
に
﹂
に
そ
れ
ぞ
れ
キ
ズ
が
あ
る
。

手
紙
文
の
内
容
を
表
現
に
沿
っ
て
読
み
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
表
現
が
正
し
く
反
映
さ
れ
て
い
る
選
択
肢
に
絞
る
一
方
、
相
当
す
る
表
現
が
な
い
余
計
な
説
明
を
し
て
い
る

選
択
肢
を
排
除
し
て
い
け
ば
、
正
解
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
る
。

正
解

3

26

問
�

傍
線
部
の
心
情
説
明
の
問
題

標
準

傍
線
部
Ｙ

﹁
方か

た

々が
た

思
ひ
や
る
に
も
、
悲
し
う
見
奉
り
ぬ
﹂
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
右
近
の
心
情
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

登
場
人
物
の
心
情
は
、
そ
の
人
物
の
会
話
部
分
に
表
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
こ
で
も
右
近
の
心
情
は
、
直
前
の
右
近
の
会
話
文
、
﹁
か
や
う
に
こ
と
少
な
く
、
節
な
き
も
の
か

ら
、
い
と
ど
あ
は
れ
に
も
い
と
ほ
し
う
も
御
覧
ぜ
む
﹂
に
表
れ
て
い
る
。
﹁
こ
と
少
な
く
﹂
は
﹁
言
葉
少
な
く
﹂
、
﹁
い
と
ど
あ
は
れ
に
も
い
と
ほ
し
う
も
御
覧
ぜ
む
﹂
は
﹁
︵
男
君

は
︶
ま
す
ま
す
し
み
じ
み
と
気
の
毒
に
も
御
覧
に
な
る
だ
ろ
う
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
説
明
し
て
い
る
4

が
正
解
で
あ
る
。

1

は
﹁
立
場
上
、
簡
単
な
手
紙
し
か
書
け
な
い
﹂
が
誤
り
。
右
近
の
会
話
文
に
そ
の
意
味
は
な
い
。
こ
こ
で
女
君
が
短
く
し
か
手
紙
が
書
け
な
い
の
は
、
苦
悶
の
た
め
で
あ

り
、
﹁
立
場
上
﹂
の
こ
と
で
は
な
い
。
2

は
、
﹁
病
の
せ
い
で
言
葉
少
な
い
男
君
の
手
紙
﹂
が
誤
り
。
見
て
わ
か
る
と
お
り
、
言
葉
少
な
い
の
は
男
君
の
手
紙
で
は
な
く
、
女
君

の
手
紙
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
短
い
手
紙
を
見
て
﹁
気
の
毒
﹂
に
思
う
の
は
﹁
女
君
﹂
で
は
な
く
、
﹁
男
君
﹂
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
誤
り
で
あ
る
。
3

は
﹁
い
よ
い
よ
落
胆
す
る

だ
ろ
う
と
、
二
人
の
別
れ
を
予
感
し
て
﹂
が
誤
り
。
右
近
の
会
話
文
に
あ
る
﹁
い
と
ほ
し
う
﹂
は
﹁
気
の
毒
だ
﹂
の
意
で
、
﹁
落
胆
す
る
﹂
の
意
で
は
な
い
。
﹁
二
人
の
別
れ
を
予

感
し
て
﹂
も
い
な
い
。
5

は
﹁
控
え
め
な
人
柄
が
う
か
が
え
る
﹂
と
と
れ
る
表
現
が
本
文
に
な
い
。
女
君
の
手
紙
は
﹁
こ
と
少
な
く
﹂
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
確
か
に
男
君
と
女
君
の
関
係
が
こ
の
後
改
善
し
そ
う
な
様
子
は
な
い
が
、
右
近
が
﹁
二
人
の
将
来
を
危
ぶ
ん
で
﹂
い
る
と
ま
で
は
本
文
に
書
か
れ
て
い
な
い
。

正
解

4

27

問
�

内
容
説
明
の
問
題

応
用

こ
の
文
章
の
内
容
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。
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正
解
と
な
る
5

は
、

ペ
ー
ジ
�
～

行
目
、
﹁
御
消
息
取
う
出
た
れ
ど
、
な
か
な
か
心
憂
く
、
そ
ら
恐
ろ
し
き
に
、
﹃
い
か
で
、
か
く
は
言
ふ
に
か
あ
ら
む
﹄
と
て
、
泣
き

29

給
ひ
ぬ
。
︵
＝
右
近
が
男
君
の
御
手
紙
を
取
り
出
し
た
け
れ
ど
、
︵
女
君
は
︶
か
え
っ
て
つ
ら
く
、
何
と
な
く
恐
ろ
し
い
の
で
、
﹃
ど
う
し
て
、
こ
の
よ
う
に
言
う
の
だ
ろ
う
か
﹄

と
お
思
い
に
な
っ
て
、
泣
い
て
し
ま
わ
れ
る
。
︶
﹂
と
、
傍
線
部
Ｘ

の
直
後
の
、
﹁
振
り
捨
て
や
ら
で
御
覧
ず
︵
＝
男
君
の
手
紙
を
捨
て
き
る
こ
と
が
で
き
ず
に
御
覧
に
な
る
︶
﹂
、

さ
ら
に
、
Ａ

の
手
紙
文
の
後
の
、
﹁
書
き
す
さ
み
給
ふ
を
御
覧
ず
る
に
、
来
し
方
行
く
末
み
な
か
き
く
れ
て
、
御
袖
い
た
う
濡
ら
し
給
ふ
。
︵
＝
男
君
が
思
う
ま
ま
に
手
紙
を
書
い

て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
を
御
覧
に
な
る
と
、
女
君
は
こ
れ
ま
で
の
こ
と
や
行
く
末
の
こ
と
に
つ
い
て
何
も
か
も
眼
の
前
が
真
っ
暗
に
な
っ
て
、
涙
で
お
袖
を
た
い
そ
う
濡
ら
し
な
さ

る
。
︶
﹂
に
相
当
し
て
い
て
誤
り
が
な
い
。
﹁
か
き
暮
る
﹂
は
、
﹁
空
が
暗
く
な
る
﹂
の
意
を
表
す
一
方
で
、
﹁
眼
の
前
が
真
っ
暗
に
な
っ
て
悲
し
み
に
暮
れ
る
﹂
の
意
を
表
す
語
で

あ
る
か
ら
、
選
択
肢
に
あ
る
﹁
絶
望
的
な
気
持
ち
に
な
っ
た
﹂
は
﹁
来
し
方
行
く
末
み
な
か
き
く
れ
て
﹂
が
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

1

は
、
﹁
未
練
が
ま
し
く
言
い
寄
っ
て
も
女
君
が
不
快
に
思
う
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
て
﹂
が
誤
り
。
こ
れ
は
、
本
文
�
行
目
の
、
﹁
﹃
人
わ
ろ
く
、
今
さ
ら
か
か
づ
ら
ひ
、
を

こ
な
る
も
の
に
思
ひ
ま
ど
は
れ
む
か
﹄
と
心
置
か
れ
て
﹂
に
相
当
し
そ
う
だ
が
、
傍
線
部
�
か
ら
続
い
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
箇
所
は
﹁
﹃
︵
皇
子
が
自
分
の
子
で
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
︶
み
っ
と
も
な
く
、
今
さ
ら
関
わ
り
あ
っ
て
、
︵
女
君
の
︶
心
を
乱
し
愚
か
な
奴
だ
と
思
わ
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
﹄
と
自
然
と
気
が
ね
さ
れ

て
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
前
書
き
や
、
本
文
冒
頭
の
﹁
か
た
み
に
恋
し
う
思
し
添
ふ
こ
と
さ
ま
ざ
ま
な
れ
ど
﹂
に
よ
れ
ば
、
男
君
と
女
君
は
両
思
い
な
の
で
あ
る
か
ら
、
男
君

が
﹁
女
君
を
恋
し
く
思
う
気
持
ち
を
、
女
君
が
不
快
に
感
じ
る
だ
ろ
う
﹂
と
考
え
そ
う
に
は
な
い
。

2

は
、
﹁
男
君
へ
の
手
紙
を
右
近
に
取
り
次
が
せ
よ
う
と
し
た
﹂
が
誤
り
。
問
�
な
ど
で
も
見
た
よ
う
に
、
女
君
は
右
近
か
ら
男
君
の
手
紙
を
見
せ
ら
れ
て
も
、
つ
ら
く
感
じ
、

恐
ろ
し
が
っ
て
お
り
、
﹁
人
目
な
き
程
に
、
あ
は
れ
、
御
返
し
を
︵
＝
人
が
来
な
い
う
ち
に
、
さ
あ
、
御
返
事
を
︶
﹂
︵

ペ
ー
ジ

行
目
︶
と
右
近
に
促
さ
れ
て
、
短
く
Ｂ

の
返

29

13

事
を
書
い
た
の
で
あ
り
、
女
君
の
方
か
ら
す
す
ん
で
﹁
手
紙
を
右
近
に
取
り
次
が
せ
よ
う
﹂
と
は
し
て
い
な
い
。

3

は
、
ほ
ぼ
全
て
が
本
文
に
な
い
。
清
さ
だ
の
手
紙
は

ペ
ー
ジ
最
後
の
﹃

﹄
の
部
分
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
﹁
本
当
に
、
︵
男
君
が
︶
お
悩
み
に
な
り
衰
弱
な
さ
る
こ
と
は
、

28

日
を
経
て
言
う
甲
斐
も
な
い
ほ
ど
ひ
ど
く
、
拝
見
す
る
の
も
気
の
毒
で
。
東
宮
が
た
い
そ
う
か
わ
い
ら
し
く
ま
と
わ
り
つ
き
な
さ
る
の
で
、
気
を
緩
め
て
︵
部
屋
に
︶
籠
も
り
な

さ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
頃
は
、
続
け
て
参
内
な
さ
る
こ
と
も
お
で
き
に
な
ら
ず
、
ひ
た
す
ら
深
く
お
悩
み
に
な
り
衰
弱
な
さ
っ
て
い
る
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

﹁
右
近
か
ら
手
紙
が
来
な
い
こ
と
を
不
審
に
思
﹂
っ
て
い
る
様
子
も
、
﹁
帝
が
真
相
に
気
づ
い
た
の
で
は
な
い
か
と
心
配
﹂
に
し
て
い
る
様
子
も
な
く
、
﹁
事
情
を
知
ら
せ
る
よ
う

に
﹂
と
書
い
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

4

は
、
ま
ず
﹁
東
宮
の
も
と
に
無
理
に
出
仕
を
し
た
た
め
病
気
が
重
く
な
り
﹂
が
誤
り
。
3

の
解
説
で
見
た
よ
う
に
清
さ
だ
の
手
紙
に
は
、
﹁
東
宮
が
た
い
そ
う
か
わ
い
ら
し

く
ま
と
わ
り
つ
き
な
さ
る
の
で
、
気
を
緩
め
て
︵
部
屋
に
︶
籠
も
り
な
さ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
﹂
と
は
あ
る
が
、
こ
れ
が
原
因
で
病
気
が
重
く
な
っ
た
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
清
さ
だ
の
手
紙
か
ら
、
男
君
が
衰
弱
し
て
い
る
こ
と
は
女
君
に
伝
わ
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
が
、
﹁
男
は
死
ぬ
に
違
い
な
い
﹂
と
女
君
が
思
っ
た
と
は
本
文
に
書
か
れ
て

い
な
い
の
で
、
こ
れ
も
正
し
く
な
い
。

正
解

5

28
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第
�
問

漢
文

程て
い

敏び
ん

政せ
い

﹃
篁こ

う

墩と
ん

文ぶ
ん

集
し
ゆ
う

﹄

﹇
書
き
下
し
文
﹈

家い
へ

に
一い

ち

老ら
う

貍り

奴ど

を

蓄
や
し
な

ふ
。
将ま

さ

に
子こ

を
誕う

ま
ん
と
す
。
一い

ち

女ぢ
よ

童ど
う

誤
あ
や
ま

り
て
之こ

れ

に
触ふ

れ
、
而し

か

し
て
堕お

と

す
。
日に

つ

夕せ
き

嗚を

嗚を

然ぜ
ん

た
り
。

会
た
ま
た
ま

両
り
や
う

小せ
う

貍り

奴ど

を
餽お

く

る
者も

の

有あ

り
。
其そ

の
始は

じ

め
、
蓋け

だ

し
漠ば

く

然ぜ
ん

と
し
て
相あ

ひ
能よ

く
せ
ざ
る
な
り
。
老ら

う

貍り

奴ど

な
る
者も

の

、

従
し
た
が

ひ
て
之こ

れ

を
撫ぶ

し
、
徬は

う

徨
く
わ
う

焉え
ん

た
り
、
躑て

き

躅
ち
よ
く

焉え
ん

た
り
。
臥ぐ

わ

す
れ
ば

則
す
な
は

ち
之こ

れ

を
擁よ

う

し
、
行ゆ

け
ば

則
す
な
は

ち
之こ

れ

を
翊た

す

く
。
其そ

の

氄
じ
よ
う

を

舐な

め
て
之こ

れ

に

食
し
よ
く

を
譲ゆ

づ

る
。

両
り
や
う

小せ
う

貍り

奴ど

な
る
者も

の

も
、
亦ま

た
久ひ

さ

し
く
し
て
相あ

ひ
忘わ

す

る
る
な
り
。

稍
や
う
や

く
之こ

れ

に
即つ

き
、
遂つ

ひ

に
其そ

の
乳ち

ち

を
承う

く
。
是こ

れ
よ
り
欣き

ん

然ぜ
ん

と
し
て
以も

つ

て

良
ま
こ
と

に

己
お
の
れ

の
母は

は

な
り
と
為な

す
。
老ら

う

貍り

奴ど

な
る
者も

の

も
、
亦ま

た
居き

よ

然ぜ
ん

と
し
て
以も

つ

て

良
ま
こ
と

に

己
お
の
れ

が
出い

だ
す
と
為な

す
。
吁あ

あ

、
亦ま

た
異い

な
る
か
な
。

昔
む
か
し

、
漢か

ん

の
明め

い

徳と
く

馬ば

后こ
う

に
子こ

無な

し
。
顕け

ん

宗そ
う

他た

の
人じ

ん

子し

を
取と

り
、
命め

い

じ
て
之こ

れ

を

養
や
し
な

は
し
め
て
曰い

は
く
、
﹁
人じ

ん

子し

何な
ん

ぞ

必
か
な
ら

ず
し
も

親
み
づ
か

ら
生う

ま
ん
︵
や
︶
。
但た

だ
愛あ

い

の
至い

た

ら
ざ
る
を
恨う

ら

む
の

み
﹂
と
。
后こ

う

遂つ
ひ

に

心
こ
こ
ろ

を
尽つ

く
し
て
撫ぶ

育い
く

し
、
而し

か

し
て

章
し
や
う

帝て
い

も
亦ま

た
恩お

ん

性せ
い

天て
ん

至し

た
り
。
母ぼ

子し

の
慈じ

孝か
う

、
始し

終
じ
ゆ
う

繊せ
ん

芥か
い

の
間か

ん

無な

し
。
貍り

奴ど

の
事
、
適ま

さ

に
契か

な

ふ
有あ

り
。
然し

か

ら
ば

則
す
な
は

ち
世よ

の
人じ

ん

親し
ん

と
子こ

と
為な

り
て
、
不ふ

慈じ

不ふ

孝か
う

な
る
者も

の

有あ

る
は
、
豈あ

に
独ひ

と

り
古こ

人じ
ん

に
愧は

づ
る
の
み
な
ら
ん
や
。
亦ま

た
此こ

の
異い

類る
い

に
愧は

づ
る
の
み
。

﹇
通

釈
﹈

家
に
一
匹
の
年
老
い
た
猫
を
飼
っ
て
い
た
。
︵
そ
の
猫
が
︶
子
を
生
み
そ
う
に
な
っ
た
。
︵
と
こ
ろ
が
そ
の
時
︶
一
人
の
女
の
子
が
誤
っ
て
子
猫
に
さ
わ
っ
て
落
と
し
て
︵
死
な
せ

て
︶
し
ま
っ
た
。
︵
親
猫
は
︶
一
日
中
嘆
き
悲
し
ん
で
鳴
い
て
い
た
。
︵
そ
の
時
︶
た
ま
た
ま
二
匹
の
子
猫
を
贈
っ
て
く
れ
た
人
が
い
た
。
︵
子
猫
た
ち
は
︶
は
じ
め
の
う
ち
は
無
関
心

な
様
子
で
︵
老
猫
に
︶
な
つ
か
な
か
っ
た
。
老
猫
の
ほ
う
は
、
︵
子
猫
た
ち
の
︶
そ
ば
に
寄
っ
て
行
っ
て
な
で
さ
す
り
、
︵
ま
わ
り
を
︶
う
ろ
う
ろ
し
た
り
足
踏
み
し
た
り
し
て
、
落
ち

着
か
な
い
様
子
で
あ
っ
た
。
︵
老
猫
は
、
子
猫
た
ち
が
︶
寝
る
と
抱
き
か
か
え
、
は
な
れ
る
と
つ
い
て
行
っ
て
守
っ
た
り
し
た
。
子
猫
た
ち
の
う
ぶ
毛
を
な
め
、
食
べ
も
の
を
譲
っ
て

与
え
た
。
二
匹
の
子
猫
の
ほ
う
も
し
ば
ら
く
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
へ
だ
て
が
な
く
な
っ
て
き
た
。
だ
ん
だ
ん
老
猫
に
な
つ
く
よ
う
に
な
り
、
と
う
と
う
乳
を
受
け
入
れ
︵
て
飲
む
よ

う
に
な
っ
︶
た
。
そ
れ
か
ら
は
大
喜
び
で
︵
老
猫
に
ま
と
わ
り
つ
い
て
︶
実
の
母
親
の
よ
う
に
思
っ
︵
て
い
る
よ
う
だ
っ
︶
た
。
老
猫
の
ほ
う
も
ま
た
や
す
ら
か
な
様
子
で
、
︵
そ
の

二
匹
の
子
猫
を
︶
自
分
が
生
ん
だ
子
の
よ
う
に
思
っ
︵
て
い
る
よ
う
だ
っ
︶
た
。
あ
あ
、
な
ん
と
す
ば
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
よ
。

昔
、
漢
の
明
徳
馬
后
に
は
子
供
が
な
か
っ
た
。
︵
そ
こ
で
︶
顕
宗
は
他
の

妃
き
さ
き

の
子
を
引
き
取
り
、
后
に
命
じ
て
そ
の
子
の
養
育
を
託
し
て
言
っ
た
、
﹁
子
と
い
う
も
の
は
、
自
分
で

産
ん
だ
か
ど
う
か
が
大
事
な
の
で
は
な
い
。
︵
育
て
る
に
あ
た
っ
て
は
︶
た
だ
た
だ
愛
情
を
か
け
て
や
る
こ
と
が
大
事
な
の
だ
﹂
と
。
后
は
こ
う
し
て
心
を
尽
く
し
て
︵
そ
の
子
を
︶

慈
し
ん
で
育
て
、
︵
育
て
ら
れ
た
︶
章
帝
も
ま
た
親
に
対
す
る
愛
情
が
自
ず
と
そ
な
わ
っ
て
い
︵
る
子
供
と
し
て
成
長
し
︶
た
。
母
︵
の
后
︶
と
子
︵
の
章
帝
︶
の
慈
し
み
と
孝
心
は
、

終
始
わ
ず
か
な
隔
り
さ
え
も
な
か
っ
た
。
あ
の
猫
の
こ
と
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
こ
と
に
あ
て
は
ま
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
世
に
親
と
子
と
し
て
生
ま
れ
な
が
ら
、
︵
親
と
し
て
︶

慈
し
み
が
な
か
っ
た
り
、
︵
子
と
し
て
︶
不
孝
で
あ
っ
た
り
︵
す
る
よ
う
に
、
互
い
に
愛
情
を
抱
き
合
え
な
か
っ
た
り
︶
す
る
者
が
い
る
の
は
、
ど
う
し
て
た
だ
古
人
に
恥
じ
る
だ
け
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で
あ
ろ
う
か
︵
い
や
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
︶
。
︵
そ
れ
は
︶
ま
た
こ
の
︵
猫
の
よ
う
な
︶
動
物
に
も
︵
及
ば
な
い
ほ
ど
の
︶
恥
ず
べ
き
者
︵
と
い
う
べ
き
︶
で
あ
る
。

﹇
解

説
﹈

問
�

語
の
意
味
の
問
題

⑴

基
礎

⑵

標
準

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

問
�
は
、
二
〇
一
四
年
度
に
続
い
て
、
﹁
語
の
意
味
の
問
題
﹂
で
あ
っ
た
が
、
﹁
語
﹂
と
は
言
っ
て
も
、
昨
年
度
の
﹁
習
﹂
﹁
尚
﹂
と
同
じ
く
、
漢
字
一
字
の
意
味
の
問
題
で

あ
っ
た
。

⑴
﹁
承
﹂
は
、
二
匹
の
子
猫
が
﹁

稍
や
う
や

く
之こ

れ

に
即つ

き
︵
＝
だ
ん
だ
ん
と
老
猫
に
な
つ
い
て
き
て
︶
、
遂つ

ひ

に
其そ

の
乳ち

ち

を
～
﹂
と
い
う
文
脈
に
あ
る
。
﹁
承
﹂
の
動
詞
と
し
て
の
訓
み

と
し
て
は
、
﹁
う
ク
﹂
﹁
つ
グ
﹂
﹁
う
け
た
ま
は
ル
﹂
な
ど
が
あ
る
。
主
語
が
子
猫
で
あ
る
か
ら
、
乳
を
1

﹁
授
け
た
﹂
、
4

﹁
差
し
出
し
た
﹂
で
は
立
場
が
逆
に
な
り
、
﹁
承
認
・

承
知
﹂
な
ど
の
熟
語
を
思
い
う
か
べ
る
と
、
2

﹁
認
識
し
た
﹂
、
3

﹁
納
得
し
た
﹂
を
並
べ
て
あ
る
の
も
わ
か
る
が
、
2

・
3

で
は
ど
う
考
え
て
も
﹁
其
の
乳
を
﹂
に
続
か
な

い
で
あ
ろ
う
。
正
解
は
5

﹁
受
け
入
れ
た
﹂
で
あ
る
。

⑵
﹁
適
﹂
は
、
﹁
貍り

奴ど

の
事
、
～
契か

な

ふ
有
り
﹂
と
い
う
文
の
中
に
あ
る
。
﹁
契
﹂
を
﹁
か
な
フ
﹂
と
読
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
ふ
つ
う
に
﹁
か
な
フ
﹂
と
訓
よ
み
す
る
字
で
は
な

く
、
字
義
︵
約
束
す
る
。
刻
む
︶
を
考
え
て
も
意
味
を
あ
て
は
め
に
く
い
の
で
、
な
か
な
か
難
し
い
。
た
だ
、
﹁
か
な
う
﹂
は
、
﹁
ち
ょ
う
ど
よ
く
合
う
。
あ
て
は
ま
る
。
思
う
よ

う
に
な
る
。
匹
敵
す
る
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
あ
の
老
猫
と
実
子
で
な
い
子
猫
の
こ
と
は
、
明
徳
馬
后
と
実
子
で
な
い
章
帝
の
こ
と
と
﹁
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
で
、
あ
て

は
ま
る
﹂
、
と
い
う
意
味
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
る
と
、
﹁
適
﹂
は
、
3

の
﹁
ち
ょ
う
ど
﹂
が
最
も
適
当
で
あ
ろ
う
。

﹁
適
﹂
は
、
﹁
ゆ
ク
︵
＝
行
・
往
・
之
・
如
・
逝
・
徂
・
征
・
于
な
ど
︶
﹂
か
、
﹁
た
ま
た
ま
︵
＝
偶
・
会
な
ど
︶
﹂
と
読
む
場
合
に
質
問
さ
れ
や
す
い
が
、
﹁
ま
さ
ニ
︵
＝
方
・
正

な
ど
︶
﹂
と
読
ん
で
、
﹁
ま
さ
し
く
。
ち
ょ
う
ど
﹂
と
か
、
﹁
た
っ
た
今
﹂
の
意
で
用
い
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
知
識
が
あ
れ
ば
一
発
で
答
が
出
た
こ
と
に
な
る
が
、
﹁
ま
さ
ニ
﹂
の

知
識
は
、
や
や
厳
し
い
レ
ベ
ル
で
あ
ろ
う
。

正
解

⑴

5

⑵

3

29

30

2015年度センター試験 古典

− 11 −



問
�

漢
字
の
読
み
方
︵
同
じ
読
み
方
の
字
を
選
ぶ
︶
の
問
題

�

基
礎

�

基
礎

二
重
傍
線
部
�
﹁
将
﹂
・
�
﹁
自
﹂
と
同
じ
読
み
方
を
す
る
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
選
べ
。

﹁
漢
字
の
読
み
方
の
問
題
﹂
は
、
二
〇
〇
四
年
度
か
ら
二
〇
〇
八
年
度
ま
で
五
年
間
続
け
て
出
題
さ
れ
た
が
、
同
じ
読
み
方
を
す
る
字
を
選
択
肢
か
ら
選
ぶ
と
い
う
形
は
初
め

て
で
あ
る
。
形
と
し
て
は
新
傾
向
で
あ
る
が
、
�
﹁
将
﹂
、
�
﹁
自
﹂
い
ず
れ
も
簡
単
な
レ
ベ
ル
で
あ
る
。

�
﹁
将
﹂
は
、
﹁
︵
老
貍
奴
︶
将	

に	

子
を
誕う

ま
ん	

と	

す	

﹂
で
、
も
ち
ろ
ん
、
再
読
文
字
﹁
ま
さ
ニ
…
ン
ト
す
﹂
で
あ
る
。

選
択
肢
も
す
べ
て
再
読
文
字
で
、
1

﹁
当
﹂
は
﹁
ま
さ
ニ
…
べ
シ
﹂
、
2

﹁
蓋
﹂
は
﹁
な
ん
ゾ
…
ざ
ル
﹂
、
3

﹁
応
﹂
は
﹁
ま
さ
ニ
…
べ
シ
﹂
、
4

﹁
且
﹂
が
﹁
将
﹂
と
同
じ

で
、
﹁
ま
さ
ニ
…
ン
ト
す
﹂
、
5

﹁
須
﹂
は
﹁
す
べ
か
ラ
ク
…
べ
シ
﹂
で
あ
る
。
正
解
は
4

。

�
﹁
自
﹂
は
﹁
是こ

れ
よ	

り	

﹂
の
﹁
よ
り
﹂
。
同
じ
読
み
方
を
す
る
の
は
4

﹁
従
﹂
で
あ
る
。

1

﹁
如
﹂
は
返
読
す
る
場
合
は
﹁
ご
と
シ
﹂
、
そ
の
ほ
か
、
﹁
も
シ
。
ゆ
ク
﹂
。
2

﹁
以
﹂
は
返
読
し
て
﹁
…
ヲ
も
ツ
テ
﹂
。
3

﹁
毎
﹂
は
﹁
つ
ね
ニ
﹂
、
返
読
す
る
と
き
は
、

﹁
～
ご
と
ニ
﹂
。
5

﹁
雖
﹂
は
返
読
し
て
﹁
～
ト
い
へ
ど
モ
﹂
で
あ
る
。

正
解

�

4

�

4

31

32

問
�

語
の
用
法
︵
読
み
方
と
意
味
︶
の
説
明
問
題

基
礎

波
線
部
⒜
﹁
矣
﹂
・
⒝
﹁
也
﹂
・
⒞
﹁
耳
﹂
・
⒟
﹁
焉
﹂
・
⒠
﹁
已
﹂
の
説
明
の
組
合
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

文
末
の
助
字
﹁
矣
・
也
・
耳
・
焉
・
已
﹂
の
用
法
を
問
う
と
い
う
、
今
ま
で
に
な
い
形
の
新
傾
向
の
問
題
で
あ
る
が
、
要
は
字
の
読	

み	

方	

︵
あ
る
い
は
読
ま
な
い
こ
と
︶
と
意	

味	

︵
用
い
ら
れ
方
︶
を
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
知
識
力
の
問
題
で
、
問
�
か
ら
問
�
ま
で
こ
の
よ
う
な
知
識
を
問
う
タ
イ
プ
の
問
題
が
出
題
さ
れ
た
こ
と
は
珍
し
い
こ
と

で
あ
る
。

⒜
﹁
矣
﹂
は
、
冒
頭
の
﹁
将
に
子
を
誕
ま
ん
と
す
﹂
の
後
に
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
読
ま
な
い
置
き
字
で
あ
る
。
1

・
2

の
よ
う
に
、
詠
嘆
の
﹁
か
な
︵
＝
夫
・
哉
・
与
な

ど
︶
﹂
と
読
む
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
の
位
置
で
は
﹁
か
な
﹂
で
は
な
い
。
1

・
2

は
×
で
あ
る
。

⒝
﹁
也
﹂
は
、
1

に
あ
る
よ
う
に
、
文
末
で
断
定
の
﹁
な
り
﹂
と
読
む
こ
と
が
多
い
が
、
3

の
よ
う
に
﹁
伝
聞
﹂
の
﹁
な
り
﹂
に
は
な
ら
な
い
。
た
だ
、
こ
の
位
置
で
は
、

﹁
老
貍
奴
な
る
者
も
、
亦ま

た
居き

よ

然ぜ
ん

と
し
て
以
て

良
ま
こ
と

に

己
お
の
れ

が
出い

だ
す
と
為
す
﹂
の
後
に
﹁
也
﹂
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
直
前
の
対
句
、
﹁
欣き

ん

然ぜ
ん

と
し
て
以
て

良
ま
こ
と

に

己
お
の
れ

の
母
と
為
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す
﹂
の
後
に
は
﹁
也
﹂
が
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
﹁
な
り
﹂
と
読
め
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
﹁
矣
・
焉
﹂
な
ど
と
同
じ
用
法
の
読
ま
な
い
置
き
字
と
扱
う
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
3

は
×
。

⒞
﹁
耳
﹂
は
、
﹁
但た

だ
﹂
と
呼
応
し
て
い
る
の
で
、
当
然
、
限
定
の
﹁
の
み
︵
＝
已
・
爾
・
而
已
・
而
已
矣
な
ど
︶
﹂
で
あ
る
。

⒟
﹁
焉
﹂
は
、
﹁
適ま

さ

に
契
ふ
有	

り	

﹂
と
言
い
切
っ
た
後
に
あ
る
の
で
、
⒜
の
﹁
矣
﹂
と
同
じ
く
、
読
ま
な
い
置
き
字
で
、
断
言
︵
断
定
︶
・
強
調
の
意
を
表
す
。
4

は
○
で
あ

る
が
、
﹁
意
志
﹂
を
表
し
た
り
は
し
な
い
の
で
、
5

は
×
。
ま
た
、
﹁
焉
﹂
は
、
文
頭
で
は
、
疑
問
詞
﹁
い
づ
ク
ン
ゾ
︵
＝
安
・
寧
・
悪
・
烏
︶
﹂
と
し
て
も
用
い
、
﹁
こ
れ
︵
＝

之
・
此
・
是
・
諸
︶
﹂
と
読
む
こ
と
も
あ
る
。

⒠
﹁
已
﹂
は
、
2

・
5

に
あ
る
よ
う
に
、
文
末
で
﹁
の
み
﹂
と
読
む
こ
と
が
あ
る
。
﹁
亦
た
此
の
異
類
に
愧
づ
る
の	

み	

﹂
の
位
置
も
、
読
み
方
は
﹁
の
み
﹂
で
あ
る
が
、
﹁
限

定
︵
た
だ
…
だ
け
だ
︶
と
い
う
よ
り
は
、
﹁
断
定
・
強
調
︵
…
な
の
だ
︶
﹂
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
2

・
5

は
△
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
⒞
﹁
耳
﹂
と
⒟
﹁
焉
﹂
の
両
方
の
説
明
が
合
っ
て
い
る
4

が
正
解
に
な
る
。

正
解

4

33

問
�

傍
線
部
の
理
由
説
明
の
問
題

標
準

傍
線
部
Ａ

﹁
吁
、
亦

異

哉
﹂
と
あ
る
が
、
筆
者
が
そ
の
よ
う
に
述
べ
る
理
由
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

傍
線
部
、
﹁
吁あ

あ

、
亦ま

た
異い

な
る
か
な
﹂
の
﹁
異
﹂
は
、
実
の
親
子
で
な
い
老
猫
と
子
猫
が
な
つ
い
た
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
感
想
で
あ
る
か
ら
、
﹁
珍
し
い
﹂
﹁
ふ
し
ぎ
だ
﹂
﹁
並

み
な
こ
と
で
は
な
い
﹂
の
ど
の
意
味
合
い
に
と
る
に
し
て
も
プ
ラ
ス
評
価
で
は
あ
り
、
﹁
あ
あ
、
な
ん
と
す
ば
ら
し
い
︵
ふ
し
ぎ
な
︶
こ
と
で
あ
る
よ
﹂
の
よ
う
な
意
味
で
あ
ろ

う
。
後
半
︵
第
二
段
落
︶
の
、
明
徳
馬
后
と
章
帝
の
こ
と
と
照
合
し
て
も
、
老
猫
の
子
猫
に
か
け
た
愛
情
に
評
価
の
ポ
イ
ン
ト
は
あ
る
。

さ
て
、
選
択
肢
を
な
が
め
て
見
る
と
、
文
中
の
、
﹁
鳴を

鳴を

然ぜ
ん

﹂
﹁
漠ば

く

然
﹂
﹁
欣き

ん

然
﹂
﹁
居き

よ

然
﹂
の
四
語
が
判
断
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
実
は
、
こ
の
四
語

の
主
体
が
、
﹁
老
猫
﹂
か
﹁
子
猫
た
ち
﹂
か
を
見
る
と
、
答
は
出
る
の
で
あ
る
。

﹁
鳴
鳴
然
た
り
﹂
だ
っ
た
の
は
、
産
ん
だ
子
猫
を
亡
く
し
た
﹁
老
猫
﹂
で
あ
る
が
、
1

の
よ
う
に
﹁
子
猫
た
ち
と
出
会
っ
た
時
﹂
に
﹁
鳴
鳴
然
﹂
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
ら
、

1

は
×
。

﹁
漠
然
と
し
て
相
ひ
能
く
せ
ず
﹂
だ
っ
た
の
は
、
二
匹
の
﹁
子
猫
た
ち
﹂
で
あ
る
。
﹁
互
い
に
﹂
と
言
え
な
い
こ
と
も
な
い
の
で
、
2

の
前
半
は
微
妙
に
見
え
る
が
、
互
い
に

﹁
親
子
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
た
﹂
の
で
は
な
い
︵
実
の
親
子
で
は
な
い
︶
か
ら
、
2

は
キ
ズ
が
あ
り
、
×
。
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﹁
欣
然
と
し
て
以
て

良
ま
こ
と

に

己
お
の
れ

の
母
な
り
と
為
﹂
し
た
の
は
当
然
﹁
子
猫
た
ち
﹂
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
で
も
1

の
後
半
は
×
。

﹁
居
然
と
し
て
以
て
良
に
己
が
出
だ
す
と
為
﹂
し
た
の
は
﹁
老
猫
﹂
で
あ
る
か
ら
、
4

の
前
半
は
×
。
﹁
互
い
に
﹂
で
は
な
い
の
で
、
2

の
後
半
も
×
。
5

は
﹁
﹃
居
然
﹄
た
る

さ
ま
を
装	

い	

な	

が	

ら	

も
深
い
悲	

し	

み	

を	

隠	

し	

き	

れ	

ず	

に
い
る
﹂
に
キ
ズ
が
あ
る
の
で
×
。

よ
っ
て
、
﹁
漠
然
﹂
＝
﹁
子
猫
た
ち
﹂
、
﹁
欣
然
﹂
＝
﹁
子
猫
た
ち
﹂
に
な
っ
て
い
て
、
説
明
に
キ
ズ
の
な
い
3

が
正
解
で
あ
る
。

正
解

3

34

問
�

傍
線
部
の
解
釈
の
問
題

標
準

傍
線
部
Ｂ

﹁
人

子

何

必

親

生
﹂
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

﹁
人
子
﹂
は
、
直
前
に
も
﹁
他
の
人じ

ん

子し

を
取
り
﹂
と
、
ふ
り
が
な
つ
き
の
用
例
が
あ
る
か
ら
、
﹁
じ
ん
し
﹂
で
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
選
択
肢
は
す
べ
て
﹁
子
と
い
う
も
の
は
﹂
と

共
通
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
は
判
断
の
材
料
に
な
ら
な
い
。

﹁
何
必
…
﹂
は
、
﹁
な
ん
ゾ
か
な
ら
ズ
シ
モ
…
ン
﹂
と
い
う
形
の
反
語
形
。

﹁
親
﹂
は
、
﹁
お
や
﹂
で
は
な
く
、
﹁
み
づ
か
ラ
﹂
と
読
む
副
詞
と
し
て
用
い
て
い
る
。
こ
こ
を
﹁
親	

元
﹂
と
し
て
い
る
1

、
﹁
親	

の
～
﹂
と
し
て
い
る
2

・
5

は
間
違
い
で
あ

る
。

﹁
生
﹂
は
、
﹁
う
ム
﹂
︵
マ
行
四
段
活
用
︶
。
﹁
育
て
る
﹂
の
で
は
な
い
か
ら
3

も
間
違
い
で
あ
る
。

傍
線
部
は
、
﹁
人
子
何
ぞ
必
ず
し
も

親
み
づ
か

ら
生
ま
ん
︵
や
︶
﹂
と
読
む
こ
と
に
な
り
、
直
訳
す
れ
ば
、
﹁
人
の
子
と
い
う
も
の
は
、
ど
う
し
て
必
ず
し
も
自
分
で
産
む
こ
と
︵
必

要
︶
が
あ
ろ
う
か
、
い
や
必
ず
し
も
自
分
で
産
む
こ
と
︵
必
要
︶
は
な
い
﹂
の
よ
う
に
な
る
。

正
解
は
4

。

顕
宗
が
、
実
子
の
な
い
明
徳
馬
后
に
、
﹁
他
の
人
子
を
取
り
、
命
じ
て
之
を
養
は
し
め
﹂
よ
う
と
し
て
言
っ
た
言
葉
の
中
で
あ
る
か
ら
、
話
の
流
れ
に
あ
て
は
め
て
も
、
4

で

適
切
で
あ
る
。

1

・
2

・
3

・
5

は
、
い
ず
れ
も
文
脈
に
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
。

正
解

4

35
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問
�

返
り
点
が
つ
い
て
い
る
傍
線
部
の
書
き
下
し
文
の
問
題

標
準

傍
線
部
Ｃ

﹁
世

之

為
㆓

人

親

与
㆒㆑

子
、
而

有
㆓

不

慈

不

孝

者
㆒、
豈

独

愧
㆓

于

古

人
㆒

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

返
り
点
が
つ
い
て
い
る
傍
線
部
の
書
き
下
し
文
の
問
題
で
あ
る
。
返
り
点
も
省
い
て
、
返
り
点
の
付
け
方
と
書
き
下
し
文
︵
読
み
方
︶
の
組
合
せ
の
正
し
い
も
の
を
選
ぶ
と
い

う
形
が
、
例
年
多
い
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
大
事
な
の
は
書
き
下
し
文
で
あ
り
、
傍
線
部
中
に
何
か
句
法
上
の
ポ
イ
ン
ト
が
な
い
か
を
考
え
た
い
。

長
い
傍
線
部
は
、
三
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
が
、
ま
ん
中
の
﹁
而

有
㆓

不

慈

不

孝

者
㆒

﹂
は
、
選
択
肢
が
す
べ
て
﹁
不
慈
不
孝
な
る
者
有
る
は
﹂
と
共
通
し
て
い
る
。

﹁
世

之

為
㆓

人

親

与
㆒㆑

子
﹂
に
は
選
択
肢
に
配
分
が
な
い
が
、
﹁
与
﹂
は
、
2

の
よ
う
に
﹁
与
ふ
﹂
と
か
、
3

の
よ
う
に
﹁
与
ふ
る
﹂
の
よ
う
に
読
む
の
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
﹁
Ａ

与
㆑

Ｂ
︵
Ａ

ト
Ｂ

と
︶
﹂
の
﹁
と
﹂
と
読
む
形
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

﹁
豈

独

愧
㆓

于

古

人
㆒

﹂
に
は
、
﹁
豈あ

に
独ひ

と

り
…
の
み
な
ら
ん
や
﹂
と
読
む
、
累る

い

加か

形
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
﹁
豈
唯
…
︵
豈
に
唯た

だ
に
…
の
み
な
ら
ん
や
︶
﹂
﹁
何
独
…
︵
何

ぞ
独
り
…
の
み
な
ら
ん
や
︶
﹂
で
も
同
じ
で
、
﹁
ど
う
し
て
た
だ
…
な
だ
け
で
あ
ろ
う
か
︵
い
や
…
な
だ
け
で
な
く
︶
、
そ
の
上
…
だ
﹂
の
よ
う
な
意
味
に
な
る
。
こ
の
部
分
に
は
、

ま
た
、
1

・
3

・
4

﹁
豈
に
独
り
古
人
の
み
を
愧
づ
か
し
め
ん	

や	

﹂
と
、
2

・
5

の
﹁
豈
に
独
り
古
人
に
愧
づ
る
の	

み	

な	

ら	

ん	

や	

﹂
の
、
�
対
�
の
配
分
が
あ
る
が
、
こ
こ
は
、

2

・
5

が
正
し
い
。

2

か
5

か
、
と
な
れ
ば
、
2

の
冒
頭
の
﹁
世
の
人
親
の
子
に
与
ふ
と
為
す
も
︵
＝
こ
の
世
の
人
の
親
が
子
に
与	

え	

る	

と	

す	

る	

の
も
︶
﹂
で
は
、
や
は
り
﹁
与
ふ
﹂
と
読
む
こ
と

に
よ
っ
て
文
意
が
通
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。

5

は
、
﹁
こ
の
世
の
親
と
子
と
な
っ
て
、
︵
親
と
し
て
︶
慈
し
み
が
な
か
っ
た
り
、
︵
子
と
し
て
︶
不
孝
で
あ
っ
た
り
す
る
者
が
い
る
の
は
、
ど
う
し
て
た
だ
古
人
に
恥
じ
る
だ

け
で
あ
ろ
う
か
︵
い
や
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
︶
﹂
と
な
る
の
で
、
文
意
が
通
る
。

正
解

5

36

問
	

本
文
全
体
の
趣
旨
︵
筆
者
の
考
え
方
︶
の
説
明
問
題

応
用

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

﹁
筆
者
の
言
い
た
い
こ
と
﹂
は
本
文
の
最
後
に
あ
る
こ
と
が
多
い
。

傍
線
部
Ｃ

に
累
加
形
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
﹁
ど
う
し
て
た
だ
…
な
だ
け
で
あ
ろ
う
か
、
い
や
…
な
だ
け
で
な
く
、
そ
の
上
に
…
だ
﹂
の
、
﹁
そ
の
上
…
だ
﹂
に
あ
た
る
の
が
、
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傍
線
部
Ｃ

の
後
の
、
最
後
の
一
文
、
﹁
亦
た
此
の
異
類
に
愧
づ
る
の
み
﹂
で
あ
る
。

﹁
異
類
﹂
は
、
人
間
で
は
な
い
﹁
鬼
神
﹂
や
﹁
鳥
獣
﹂
の
こ
と
で
、
こ
こ
で
は
﹁
此こ

の
異
類
﹂
で
あ
る
か
ら
、
猫
の
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
﹁
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
親
子
と
な
っ
て
、
親
と
し
て
子
を
慈
し
ま
な
か
っ
た
り
、
子
と
し
て
親
不
孝
で
あ
っ
た
り
す
る
者
が
い
る
の
は
、
︵
明
徳
馬
后
と
章
帝
の
例
の

よ
う
な
︶
古
人
に
恥
じ
る
だ
け
で
な
く
、
︵
あ
の
猫
の
親
子
の
よ
う
な
︶
動
物
に
も
恥
じ
る
べ
き
だ
﹂
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
で
あ
る
。

正
解
は
2

。

1

は
、
前
半
の
﹁
猫
﹂
に
つ
い
て
も
、
後
半
の
﹁
人
間
﹂
に
つ
い
て
も
、
大
き
く
本
文
の
内
容
と
異
な
っ
て
い
る
。

3

は
、
﹁
老
猫
の
悲
し
み
は
癒
や
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
﹂
、
﹁
古
人
が
示
し
た
よ
う
に
﹂
以
降
、
や
は
り
、
ほ
ぼ
全
体
が
間
違
っ
て
い
る
。

4

は
、
﹁
そ
の
一
方
で
﹂
以
降
の
内
容
が
間
違
い
で
あ
る
。

5

は
、
子
猫
が
﹁
孝
心
を
抱
く
﹂
と
し
て
い
る
点
、
後
半
の
﹁
成
長
し
て
も
肉
親
の
愛
情
に
恩
義
を
感
じ
な
い
子
が
い
る
こ
と
は
﹂
が
間
違
い
で
あ
る
。

正
解

2

37
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