
二
〇
一
六
年
度
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験

解
説
︿
古
典
﹀

第
�
問

古
文

﹃
今
昔
物
語
集
﹄

﹇
出

典
﹈

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
は
、
平
安
時
代
後
期
︵
一
一
二
〇
年
頃
か
︶
成
立
の
説
話
集
。
作
者
に
つ
い
て
は
源
隆
国
説
な
ど
が
あ
る
が
未
詳
。
天て

ん

竺じ
く

︵
イ
ン
ド
︶
・
震し

ん

旦た
ん

︵
中
国
︶
・
本ほ

ん

朝
ち
よ
う

︵
日
本
︶
の
説
話
を
一
〇
〇
〇
話
以
上
収
め
て
い
る
。
全
三
十
一
巻
︵
内
三
巻
を
欠
く
︶
で
、
今
回
出
題
さ
れ
た
の
は
、
巻
第
十
六
・
第
三
十
二
﹁
隠
形
男
依
六
角
堂
の
観
音
助
顕
身

語
︵
隠
形
の
男
、
六
角
堂
の
観
音
の
助
け
に
依
り
て
身
を
顕
は
せ
る
こ
と
︶
﹂
の
、
最
初
と
最
後
の
数
行
を
省
い
た
主
た
る
部
分
︵
全
体
の
八
割
に
相
当
︶
で
あ
る
。
受
験
生
が
知
っ

て
お
き
た
い
説
話
集
に
は
、
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
﹃
古
今
著
聞
集
﹄
﹃
十
訓
抄
﹄
﹃
2
集
抄
﹄
﹃
沙
石
集
﹄
な
ど
が
あ
る
が
、
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
は
、
そ
れ
ら
の
中
で
も
最
も
有
名
な
も
の
で

あ
る
。

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

と
言
え
る
作
品
の
出
題
は
、
近
世
の
作
品
で
い
く
ら
か
は
あ
っ
た
が
、
い
わ
ゆ
る
説
話
集
と
呼
ば
れ
る
作
品
か
ら
の
出
題
は
、
セ
ン
タ
ー
試
験
が
始
ま
っ
て
以
来
、
本
試
験
と
し
て
は

初
め
て
の
こ
と
で
あ
る
︵
追
試
験
で
は
一
九
九
一
年
度
に
﹃
閑
居
友
﹄
、
一
九
九
七
年
〜
二
〇
〇
五
年
に
設
け
ら
れ
て
い
た
国
語
Ⅰ
試
験
で
は
、
一
九
九
七
年
度
本
試
験
に
﹃
今
昔
物

語
集
﹄
、
二
〇
〇
一
年
度
追
試
験
に
﹃
三
宝
絵
詞
﹄
な
ど
が
出
題
さ
れ
て
い
る
︶
。

本
文
字
数
は
、
昨
年
度
と
比
べ
て
五
百
字
ほ
ど
多
い
が
、
内
容
は
た
い
へ
ん
読
み
や
す
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
牛
飼
は
、
最
終
部
で
、
姫
君
を
苦
し
め
る
手
伝
い
を
男
に
さ
せ
よ

う
と
し
て
い
る
。
観
音
の
使
者
と
し
て
、
直
接
的
に
男
を
助
け
る
た
め
に
現
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
験
者
の
般
若
心
経
を
聞
く
と
、
牛
飼
は
姿
を
消
し
、
男
の
衣
が
燃

え
始
め
て
、
そ
の
姿
が
露
わ
に
な
る
。
般
若
心
経
に
よ
っ
て
、
姿
が
元
に
戻
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
観
音
が
、
男
を
こ
こ
へ
導
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
最
終
部
の
こ
の
展
開

は
や
や
複
雑
だ
が
、
長
い
本
文
を
こ
こ
ま
で
十
分
に
読
み
切
れ
れ
ば
、
問
�
・
問
�
な
ど
に
も
自
信
を
持
っ
て
正
解
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

﹇
通

釈
﹈

男
が
、
﹁
も
は
や
こ
れ
ま
で
だ
な
あ
﹂
と
思
っ
て
い
る
時
に
、
一
人
の
鬼
が
、
走
っ
て
来
て
、
︵
橋
の
下
に
隠
れ
て
い
た
︶
男
を
捕
ま
え
て
引
き
上
げ
た
。
鬼
ど
も
が
言
う
に
は
、

﹁
こ
の
男
は
、
︵
た
い
し
て
︶
重
い
罪
が
あ
る
者
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
許
し
て
や
れ
﹂
と
言
っ
て
、
鬼
は
、
四
、
五
人
ほ
ど
で
男
に
唾
を
吐
き
か
け
て
は
皆
通
り
過
ぎ
て
行
っ
た
。
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そ
の
後
、
男
は
、
殺
さ
れ
ず
に
す
ん
だ
こ
と
を
喜
ん
で
、
気
分
が
わ
る
く
頭
が
痛
い
け
れ
ど
も
、
我
慢
し
て
、
﹁
早
く
家
に
行
っ
て
、
さ
き
ほ
ど
の
様
子
を
妻
に
話
そ
う
﹂
と
思
っ

て
、
急
い
で
行
っ
て
、
家
に
入
っ
た
が
、
妻
も
子
も
皆
、
男
を
見
る
け
れ
ど
も
一
言
も
声
を
か
け
な
い
。
ま
た
、
男
が
、
何
か
言
い
か
け
て
も
、
妻
子
は
、
返
事
も
し
な
い
。
そ
こ
で
、

男
は
、
﹁
な
ん
と
い
う
こ
と
だ
﹂
と
思
っ
て
︵
妻
子
の
︶
近
く
に
寄
っ
︵
て
み
︶
た
け
れ
ど
も
、
そ
ば
に
自
分
が
い
る
の
に
︵
妻
子
は
自
分
が
︶
い
る
と
も
気
づ
か
な
い
。
そ
の
時
に
、

男
が
、
合
点
し
て
思
う
に
は
、
﹃
な
ん
と
、
鬼
ど
も
が
私
に
唾
を
吐
き
か
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
体
は
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
﹄
と
思
う
の
で
、
こ
の
上
な
く
悲
し

い
。
自
分
が
人
を
見
る
こ
と
︵
が
で
き
る
の
︶
は
以
前
の
ま
ま
で
あ
る
。
ま
た
、
人
が
言
う
こ
と
も
問
題
な
く
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。
︵
な
の
に
、
︶
人
は
自
分
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で

き
ず
、
声
を
聞
く
こ
と
も
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
人
が
置
い
た
物
を
取
っ
て
食
べ
て
も
、
人
は
そ
れ
に
気
づ
か
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
夜
も
明
け
た
の
で
、
妻
子
は
、
男
の
こ
と
を
、

﹁
昨
夜
、
人
に
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
﹂
と
言
っ
て
、
こ
の
上
な
く
嘆
き
合
っ
て
い
た
。

そ
う
し
て
、
数
日
経
っ
た
が
、
︵
男
は
元
に
戻
れ
ず
︶
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
そ
こ
で
、
男
は
、
六
角
堂
に
参
籠
し
て
、
﹁
観
音
様
、
私
を
お
助
け
下
さ
い
。
長
年
お
頼
り
申
し
上
げ

て
参
詣
い
た
し
ま
し
た
御
利
益
と
し
て
、
元
の
よ
う
に
私
の
姿
を
見
え
る
よ
う
に
し
て
下
さ
い
﹂
と
祈
念
し
て
、
参
籠
し
て
い
た
人
の
食
べ
物
や
寺
に
寄
付
し
た
米
な
ど
を
取
っ
て
食

べ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
ば
に
い
る
人
は
、
気
が
つ
く
こ
と
も
な
い
。
こ
う
し
て
十
四
日
ほ
ど
経
っ
た
頃
、
夜
寝
て
い
る
と
明
け
方
の
夢
で
、
︵
観
音
様
の
周
り
に
垂
ら
し
て
あ
る
︶

御
帳
の
辺
り
に
、
尊
そ
う
な
僧
が
出
て
き
て
、
男
の
そ
ば
に
立
っ
て
、
告
げ
て
お
っ
し
ゃ
る
に
は
、
﹁
お
前
は
、
早
々
に
、
朝
の
う
ち
に
こ
こ
か
ら
退
出
し
て
、
最
初
に
会
っ
た
者
の

言
う
こ
と
に
従
い
な
さ
い
﹂
と
言
う
。
こ
の
よ
う
に
見
る
う
ち
に
、
︵
男
は
︶
夢
か
ら
覚
め
た
。

夜
が
明
け
た
の
で
、
︵
六
角
堂
か
ら
︶
退
出
す
る
と
、
門
の
所
に
牛
飼
の
童
で
た
い
そ
う
恐
ろ
し
げ
な
者
が
、
大
き
な
牛
を
引
い
て
い
る
の
に
会
っ
た
。
︵
牛
飼
が
︶
男
を
見
て
言
う

に
は
、
﹁
さ
あ
、
あ
な
た
、
私
と
一
緒
に
︵
い
ら
っ
し
ゃ
い
︶
﹂
と
言
う
。
男
は
、
こ
れ
を
聞
く
と
、
﹁
自
分
の
姿
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
﹂
と
思
う
の
で
、
嬉
し
く
て
、
喜
び
な
が

ら
夢
︵
で
見
た
観
音
の
お
告
げ
︶
を
あ
て
に
し
て
牛
飼
の
童
に
つ
い
て
行
く
と
、
西
の
方
に
十
町
﹇
＝
約
一
・
一
㎞
﹈
ほ
ど
行
っ
た
と
こ
ろ
に
、
大
き
な
屋
敷
の
門
が
あ
る
。
門
が
閉

じ
て
い
て
開
か
な
い
の
で
、
牛
飼
の
童
は
、
牛
を
門
に
つ
な
い
で
、
扉
の
隙
間
で
人
が
通
る
こ
と
も
で
き
な
い
所
か
ら
入
ろ
う
と
し
て
、
男
を
引
っ
ぱ
っ
て
、
﹁
お
前
も
一
緒
に
入
れ
﹂

と
言
う
の
で
、
男
が
、
﹁
︵
ど
う
し
て
こ
の
隙
間
か
ら
入
れ
よ
う
か
︶
こ
の
隙
間
か
ら
は
入
れ
な
い
だ
ろ
う
﹂
と
言
う
と
、
牛
飼
の
童
が
、
﹁
と
に
か
く
入
れ
﹂
と
言
っ
て
男
の
手
を

取
っ
て
引
き
入
れ
る
の
で
、
男
も
一
緒
に
︵
屋
敷
の
中
へ
︶
入
っ
た
。
見
る
と
、
家
の
中
は
広
く
て
、
人
が
、
た
い
へ
ん
大
勢
い
る
。

牛
飼
の
童
は
、
男
を
連
れ
て
板
張
り
の
間
に
上
が
っ
て
、
部
屋
の
奥
へ
ど
ん
ど
ん
入
っ
て
い
く
が
、
︵
﹁
何
な
の
だ
﹂
と
︶
見
と
が
め
る
人
は
誰
も
い
な
い
。
ず
い
ぶ
ん
奥
の
方
ま
で

入
っ
て
見
る
と
、
姫
君
が
、
病
に
苦
し
み
煩
っ
て
寝
て
い
た
。
︵
姫
君
の
︶
足
元
と
枕
元
に
女
房
た
ち
が
並
ん
で
座
っ
て
姫
君
を
看
病
し
て
い
る
。
牛
飼
の
童
は
、
そ
こ
に
男
を
連
れ

て
行
っ
て
、
小
さ
な
Y
を
渡
し
て
、
こ
の
病
気
の
姫
君
の
そ
ば
に
座
ら
せ
て
、
︵
姫
君
の
︶
頭
を
打
た
せ
た
り
腰
を
打
た
せ
た
り
す
る
。
そ
の
時
に
、
姫
君
は
、
頭
を
も
た
げ
て
朦
朧

と
し
て
こ
の
上
な
く
苦
し
む
。
そ
の
た
め
、
︵
姫
君
の
︶
両
親
は
、
﹁
こ
の
病
は
、
も
う
限
界
の
よ
う
だ
﹂
と
言
っ
て
泣
き
合
っ
て
い
た
。
見
る
と
、
経
を
唱
え
て
勤
行
し
、
ま
た
、
尊

い
験
者
を
迎
え
に
行
か
せ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
ば
ら
く
経
っ
て
、
験
者
が
や
っ
て
来
た
。
︵
僧
は
︶
病
人
の
そ
ば
近
く
に
座
っ
て
、
般
若
心
経
を
読
み
上
げ
て
祈
る
と
、
こ
の
男
は

︵
こ
れ
を
聞
い
て
︶
、
こ
の
上
な
く
尊
く
感
じ
た
。
︵
そ
の
神
威
に
接
し
て
︶
た
い
そ
う
︵
体
が
こ
わ
ば
り
︶
ぞ
っ
と
し
て
、
な
ん
と
な
く
寒
い
よ
う
に
感
じ
た
。
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そ
う
し
て
い
る
間
に
、
こ
の
牛
飼
の
童
は
、
こ
の
僧
を
ち
ょ
っ
と
見
る
と
す
ぐ
に
、
ひ
た
す
ら
逃
げ
に
逃
げ
て
ど
こ
か
へ
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
僧
は
不
動
明
王
︵
火
界
﹇
＝

煩
悩
や
災
厄
を
烈
火
で
焼
き
尽
く
す
炎
の
世
界
﹈
に
住
す
と
言
わ
れ
る
︶
の
力
に
よ
っ
て
災
厄
を
は
ら
う
呪
文
を
読
み
上
げ
て
、
病
人
に
対
し
て
加
持
祈
禱
す
る
と
、
男
の
着
物
に
火

が
つ
い
た
。
︵
着
物
が
︶
ど
ん
ど
ん
焼
け
る
の
で
、
男
は
、
声
を
上
げ
て
叫
ぶ
。
す
る
と
、
男
︵
の
姿
︶
は
、
丸
見
え
に
な
っ
た
。
そ
の
時
に
、
そ
の
家
の
人
が
、
姫
君
の
両
親
を
は

じ
め
と
し
て
女
房
た
ち
も
見
る
と
、
、
た
い
そ
う
み
す
ぼ
ら
し
い
姿
を
し
た
男
が
、
病
人
の
傍
ら
に
座
っ
て
い
る
。
驚
い
て
、
す
ぐ
に
男
を
捕
ま
え
て
、
︵
部
屋
か
ら
︶
引
っ
張
り
出
し

た
。
﹁
こ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と
か
﹂
と
︵
そ
の
家
の
者
が
︶
尋
ね
る
と
、
男
は
、
事
情
を
あ
り
の
ま
ま
に
最
初
か
ら
話
し
た
。
人
は
皆
こ
れ
を
聞
い
て
、
﹁
︵
聞
い
た
こ
と
も
な
い
︶
不

思
議
な
こ
と
だ
﹂
と
思
う
。
そ
う
す
る
う
ち
に
、
男
が
、
姿
を
現
し
た
と
こ
ろ
、
病
人
は
、
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
ぬ
ぐ
い
取
っ
た
か
の
よ
う
に
快
復
し
た
。
そ
の
た
め
、
一
家
を
あ
げ
て
、

喜
び
合
う
こ
と
は
こ
の
上
な
い
。

そ
の
時
に
、
祈
禱
し
て
い
た
僧
が
言
う
に
は
、
﹁
こ
の
男
は
、
と
が
め
ら
れ
る
よ
う
な
罪
が
あ
る
者
で
も
な
い
。
六
角
堂
の
観
音
様
の
御
利
益
を
い
た
だ
い
た
者
で
あ
る
。
で
す
か

ら
、
す
ぐ
に
許
し
て
お
や
り
な
さ
い
﹂
と
言
っ
た
の
で
、
外
へ
追
い
や
っ
て
逃
が
し
て
や
っ
た
。
さ
て
、
男
が
、
︵
自
分
の
︶
家
に
帰
っ
て
、
事
情
を
話
し
た
と
こ
ろ
、
妻
は
、
﹁
驚
い

た
こ
と
だ
わ
﹂
と
思
い
な
が
ら
も
︵
夫
の
無
事
な
帰
宅
を
︶
喜
ん
だ
。

例
の
牛
飼
の
童
は
神
様
の
従
者
で
あ
っ
た
と
言
う
。
誰
か
の
頼
み
に
よ
っ
て
、
こ
の
姫
君
に
取
り
憑
い
て
苦
し
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

﹇
解

説
﹈

問
�

解
釈
の
問
題

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
。

�

基
礎

﹁
念
じ
て
﹂
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

﹁
念
じ
／
て
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
る
。
﹁
念
じ
﹂
は
、
サ
変
動
詞
﹁
念
ず
﹂
の
連
用
形
。
現
代
語
で
﹁
心
に
念
じ
て
﹂
な
ど
と
言
う
の
と
同
様
に
、
古
文
で
も
﹁
祈
る
﹂
の
意
を

示
す
こ
と
は
あ
る
が
、
﹁
我
慢
す
る
﹂
の
意
が
問
わ
れ
や
す
い
動
詞
で
あ
る
。
単
語
の
意
味
か
ら
見
て
、
正
解
は
、
2

﹁
祈
願
し
て
﹂
か
、
3

﹁
我
慢
し
て
﹂
に
絞
ら
れ
る
が
、

直
前
の
﹁
心
地
違
ひ
頭
痛
け
れ
ど
も
︵
気
分
が
変
で
頭
が
痛
い
け
れ
ど
も
︶
﹂
や
、
直
後
の
﹁
﹃
と
く
家
に
行
き
て
、
あ
り
つ
る
様
を
も
妻
に
語
ら
む
﹄
と
思
ひ
て
、
急
ぎ
行
き
て

︵
﹃
早
く
家
に
行
っ
て
、
さ
き
ほ
ど
の
様
子
を
妻
に
話
そ
う
﹄
と
思
っ
て
、
急
い
で
行
っ
て
︶
﹂
と
の
意
味
の
つ
な
が
り
を
考
え
る
と
、
3

﹁
我
慢
し
て
﹂
が
適
当
で
あ
る
。
よ
っ
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て
、
正
解
は
3

で
あ
る
。
単
純
な
、
単
語
の
意
味
の
問
題
で
あ
る
。



標
準

﹁
い
か
で
か
こ
の

迫
は
さ
ま

よ
り
は
入い

ら
む
﹂
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

﹁
い
か
で
／
か
／
こ
／
の
／
迫
／
よ
り
／
は
／
入
ら
／
む
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
る
。
﹁
い
か
で
﹂
は
、
﹁
ど
う
し
て
・
ど
う
や
っ
て
﹂
、
も
し
く
は
、
願
望
︵
希
望
︶
・
意
志
の
表

現
と
呼
応
し
て
﹁
何
と
か
し
て
・
ど
う
に
か
し
て
﹂
と
訳
す
副
詞
。
﹁
か
﹂
は
、
疑
問
・
反
語
の
係
助
詞
。
﹁
迫
︵
は
さ
ま
︶
﹂
は
、
﹁
隙
間
・
間
﹂
の
意
の
名
詞
。
﹁
む
﹂
は
、
推

量
︵
〜
だ
ろ
う
︶
・
意
志
︵
〜
し
よ
う
︶
・
婉
曲
︵
〜
よ
う
な
︶
・
適
当
︵
〜
す
る
の
が
よ
い
︶
等
の
助
動
詞
だ
が
、
強
意
の
助
動
詞
﹁
ぬ
・
つ
﹂
や
疑
問
・
反
語
を
示
す
表
現

︵
こ
こ
で
は
﹁
い
か
で
か
﹂
︶
と
と
も
に
使
わ
れ
る
時
に
は
、
可
能
性
の
推
量
︵
〜
で
き
る
だ
ろ
う
︶
の
意
を
表
す
こ
と
が
あ
る
助
動
詞
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
傍
線
部

は
、
直
訳
で
は
、

�
﹁
ど
う
や
っ
て
こ
の
隙
間
か
ら
入
る
の
だ
ろ
う
か
﹂

�
﹁
ど
う
や
っ
て
こ
の
隙
間
か
ら
入
ろ
う
か
﹂

�
﹁
ど
う
し
て
こ
の
隙
間
か
ら
入
る
の
だ
ろ
う
か
﹂

�
﹁
ど
う
に
か
し
て
こ
の
隙
間
か
ら
入
ろ
う
﹂

＝
選
択
肢
3

が
こ
れ
と
同
意
。

�
﹁
ど
う
し
て
こ
の
隙
間
か
ら
入
る
だ
ろ
う
か
、
い
や
、
入
ら
な
い
︵
入
る
つ
も
り
は
な
い
︶
﹂

＝
選
択
肢
1

が
こ
れ
と
同
意
。

�
﹁
ど
う
し
て
こ
の
隙
間
か
ら
入
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
い
や
、
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
﹂
＝
選
択
肢
5

が
こ
れ
と
同
意
。

な
ど
と
訳
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
選
択
肢
2

と
4

の
意
味
に
は
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
傍
線
部

の
直
前
に
は
、
﹁
扉
の
迫
の
人
通
る
べ
く
も
な
き
よ
り
入
る
と
て
、
男
を
引
き
て
、
﹃
汝
も
と
も
に
入
れ
﹄
と
言
へ
ば
﹂
と
あ
り
、
こ
れ
は
、
﹁
扉
の
隙

間
の
人
が
通
る
こ
と
も
で
き
な
い
所
か
ら
入
る
﹂
と
い
う
こ
と
で
、
﹁
男
を
引
っ
ぱ
っ
て
、
﹃
お
前
も
一
緒
に
入
れ
﹄
と
言
う
の
で
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
助
動
詞
﹁
べ
し
﹂

︵
﹁
べ
く
﹂
は
連
用
形
︶
は
、
こ
こ
の
よ
う
に
否
定
文
内
で
使
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
可
能
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
男
が
牛
飼
に
導
か
れ
て
通
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
人
が
通
れ
そ
う
に
も
な
い
よ
う
な
扉
の
隙
間
な
の
で
あ
る
か
ら
、
傍
線
部

で
男
が
言
う
こ
と
と
し
て
最
も
適

当
な
の
は
、
﹁
こ
ん
な
に
狭
い
隙
間
か
ら
は
入
れ
な
い
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
正
解
は
5

。
﹁
入
り
た
く
な
い
﹂
︵
1

︶
と
か
﹁
入
り
た
い
﹂
︵
3

︶
と
い
う
、
男
の

気
持
ち
を
惹
く
、
も
し
く
は
、
遠
ざ
け
る
要
因
は
こ
こ
に
は
な
い
。
狭
く
て
通
れ
な
い
と
い
う
事
実
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
正
解
と
な
る
5

は
、
﹁
い
か
で
か
﹂
が
訳
出
さ
れ
て

い
な
い
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
﹁
い
か
で
か
﹂
が
表
す
反
語
の
意
味
︵
﹁
な
い
﹂
︶
が
訳
さ
れ
て
い
る
の
は
実
は
5

だ
け
な
の
で
あ
る
。
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�

標
準

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

﹁
い
か
に
／
と
／
言
ふ
／
人
／
あ
へ
て
／
な
し
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
る
﹁
い
か
に
﹂
は
、
﹁
ど
の
よ
う
に
・
ど
ん
な
に
・
な
ぜ
﹂
な
ど
と
訳
す
副
詞
。
﹁
あ
へ
て
﹂
は
、
現
代
語

と
同
様
に
﹁
無
理
に
・
押
し
切
っ
て
・
進
ん
で
﹂
の
意
も
あ
る
が
、
打
消
表
現
︵
こ
こ
で
は
﹁
な
し
﹂
︶
と
呼
応
し
て
﹁
決
し
て
〜
な
い
・
全
く
〜
な
い
﹂
の
意
を
表
す
副
詞
。

﹁
人
あ
へ
て
な
し
﹂
は
﹁
全
く
人
が
い
な
い
﹂
の
意
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
正
し
い
の
は
1

・
2

の
﹁
人
は
誰
も
い
な
い
﹂
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
直
前
の
﹁
童
、
男
を
具
し
て
板
敷
き
に
上
り
て
、
内
へ
た
だ
入
り
に
入
る
に
︵
牛
飼
の
童
が
、
男
を
連
れ
て
板
敷
き
の
間
に
上
が
っ
て
、
部
屋
の
奥
へ
ど
ん
ど
ん

入
っ
て
い
く
が
︶
﹂
の
続
き
と
し
て
傍
線
部
�
を
考
え
る
と
、
こ
こ
で
﹁
い
か
に
﹂
と
人
が
言
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
室
内
に
入
っ
て
き
た
牛
飼
と
男
に
対
し
て
、
﹁
な
ぜ
入
っ

て
来
た
の
か
﹂
﹁
ど
の
よ
う
な
用
な
の
か
﹂
と
い
っ
た
意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
1

の
﹁
見
と
が
め
る
﹂
言
葉
と
は
言
え
る
が
、
2

の
﹁
面
識
の
あ
る
人
﹂
を
思
わ
せ
る
言
葉

と
は
言
え
な
い
。
さ
ら
に
言
う
と
、
文
章
を
読
み
進
め
て
い
け
ば
、
初
め
て
こ
こ
へ
来
た
男
は
当
然
の
こ
と
、
神
の
眷
属
で
あ
る
牛
飼
と
面
識
の
あ
る
人
が
こ
の
屋
敷
に
い
る
は

ず
が
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
よ
っ
て
、
正
解
は
1

で
あ
る
。
﹁
い
か
に
と
言
ふ
人
﹂
が
ど
の
よ
う
な
人
で
あ
る
か
を
考
え
て
、
意
訳
と
し
て
正
し
い
も
の
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

正
解

�

3



5

�

1

21

22

23

問
�

文
法
︵
格
助
詞
﹁
の
﹂
の
意
味
・
用
法
︶
の
問
題

標
準

波
線
部
ａ

〜
ｅ

の
﹁
の
﹂
を
、
意
味
・
用
法
に
よ
っ
て
三
つ
に
分
け
る
と
、
ど
の
よ
う
に
な
る
か
。
そ
の
組
合
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

格
助
詞
﹁
の
﹂
の
主
な
る
意
味
・
用
法
は
次
の
と
お
り
。

�

主
格

直
前
の
語
句
が
主
語
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
﹁
が
﹂
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

例

中
将
の
書
き
け
る
文
は
、
︵
中
将
が
書
い
た
手
紙
は
、
︶

�

連
体
格

直
前
の
語
句
が
連
体
修
飾
語
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
﹁
の
﹂
以
外
に
は
置
き
換
え
に
く
い
。
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例

中
将
の
父
な
る
人
は
、
︵
中
将
の
父
で
あ
る
人
は
、
︶

�

同
格

直
前
の
体
言
と
、
後
方
に
出
て
く
る
体
言
︵
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
︶
が
同
格
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

﹁
で
﹂
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

例

若
き
僧
の
黄
な
る
衣
着
た
る
人
、
来
て
︵
若
い
僧
で
黄
色
の
衣
を
着
て
い
る
人
が
、
来
て
︶

※
﹁
若
き
僧
﹂
と
﹁
黄
な
る
衣
着
た
る
人
﹂
が
同
格
。

例

若
き
僧
の
黄
な
る
衣
着
た
る
、
来
て
︵
若
い
僧
で
黄
色
の
衣
を
着
て
い
る
僧
が
、
来
て
︶

※
﹁
若
き
僧
﹂
と
﹁
黄
な
る
衣
着
た
る
僧
﹂
が
同
格
。
﹁
僧
﹂
は
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、
﹁
た
る
﹂
が
連
体
形
︵
存
続
の
助
動
詞
﹁
た

り
﹂
連
体
形
︶
で
あ
る
の
で
、
体
言
﹁
僧
﹂
を
補
う
と
、
同
格
は
明
ら
か
に
な
る
。

※
二
つ
目
の
例
で
わ
か
る
よ
う
に
、
直
後
に
体
言
を
伴
わ
な
い
連
体
形
が
あ
る
場
合
、
﹁
の
﹂
の
直
前
に
あ
る
体
言
︵
例
で
は
﹁
僧
﹂
︶
を
連
体
形
の
後
ろ
に
補
う
こ
と
が
で

き
れ
ば
、
同
格
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
が
多
い
。

�

準
体
言
︵
順
体
格
︶

体
言
の
代
わ
り
を
務
め
る
。
﹁
の
も
の
・
の
こ
と
・
の
人
﹂
等
の
体
言
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

例

な
で
し
こ
は
、
唐
の
も
、
大
和
の
も
、
め
で
た
し
。
︵
な
で
し
こ
﹇
花
の
名
﹈
は
、
中
国
の
も
の
も
、
日
本
の
も
の
も
、
素
晴
ら
し

い
。
︶

波
線
部
ａ

～
ｅ

を
含
む
箇
所
と
訳
は
次
の
と
お
り
。

ａ

鬼
ど
も
の
我
に
唾
を
吐
き
か
け
つ
る
に
よ
り
て

︵
鬼
ど
も
が
私
に
唾
を
吐
き
か
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
︶

ｂ

尊
げ
な
る
僧
出
で
て
、
男
の
傍
ら
に
立
ち
て

︵
尊
そ
う
な
僧
が
出
て
き
て
、
男
の
そ
ば
に
立
っ
て
︶

ｃ

牛
飼
の
童
の
い
と
恐
ろ
し
げ
な
る
、
大
き
な
る
牛
を
引
き
て
会
ひ
た
り
。
︵
牛
飼
の
童
で
た
い
そ
う
恐
ろ
し
げ
な
童
が
、
大
き
な
牛
を
引
い
て
男
に
会
っ
た
。
︶

※
﹁
恐
ろ
し
げ
な
る
﹂
は
、
形
容
動
詞
﹁
恐
ろ
し
げ
な
り
﹂
の
連
体
形
。
直
後
に
体
言
が
な
い
の
で
、
﹁
童
・
人
﹂
等
を
補
う
と
、
﹁
牛
飼
の
童
﹂
と
﹁
い
と
恐
ろ
し
げ
な

る
童
・
い
と
恐
ろ
し
げ
な
る
人
﹂
が
同
格
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

ｄ

扉
の
迫
の
人
通
る
べ
く
も
な
き
よ
り
入
る
と
て
、
男
を
引
き
て

︵
扉
の
隙
間
で
人
が
通
る
こ
と
も
で
き
な
い
隙
間
か
ら
入
る
と
い
う
こ
と
で
︶

※
﹁
な
き
﹂
は
、
形
容
詞
﹁
な
し
﹂
の
連
体
形
。
直
後
に
体
言
が
な
い
の
で
、
﹁
迫
・
所
﹂
等
を
補
う
と
、
﹁
扉
の
迫
﹂
と
﹁
人
通
る
べ
く
も
な
き
迫
・
人
通
る
べ
く
も
な

き
所
﹂
が
同
格
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

ｅ

童
、
﹁
た
だ
入
れ
﹂
と
て
男
の
手
を
取
り
て
引
き
入
る
れ
ば

︵
牛
飼
の
童
が
、
﹁
と
に
か
く
入
れ
﹂
と
言
っ
て
男
の
手
を
取
っ
て
引
き
入
れ
る
の
で
︶
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以
上
か
ら
、
ａ

は
主
格
、
ｂ

と
ｅ

は
連
体
格
、
ｃ

と
ｄ

は
同
格
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
正
解
は
1

で
あ
る
。

正
解

1

24

問
�

理
由
説
明
の
問
題

基
礎

傍
線
部
Ａ

﹁
悲
し
き
こ
と
限
り
な
し
﹂
と
あ
る
が
、
男
が
そ
の
よ
う
に
感
じ
た
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

傍
線
部
Ａ

の
直
前
に
あ
る
﹁
そ
の
時
に
、
男
、
心
得
る
や
う
、
﹃
早
う
、
鬼
ど
も
の
我
に
唾
を
吐
き
か
け
つ
る
に
よ
り
て
、
我
が
身
の
隠
れ
に
け
る
に
こ
そ
あ
り
け
れ
﹄
と
思

ふ
に
﹂
は
、
﹁
そ
の
時
に
、
男
が
、
合
点
し
て
思
う
に
は
、
﹃
な
ん
と
、
鬼
ど
も
が
私
に
唾
を
吐
き
か
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
の
体
は
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る

よ
﹄
と
思
う
の
で
﹂
と
い
う
意
味
。
最
後
の
﹁
に
﹂
は
、
﹁
〜
す
る
と
・
〜
し
た
と
こ
ろ
﹂
・
﹁
〜
の
で
・
〜
か
ら
﹂
・
﹁
〜
の
に
・
〜
だ
が
﹂
と
訳
す
接
続
助
詞
﹁
に
﹂
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
﹁
〜
の
で
・
〜
か
ら
﹂
の
訳
が
当
て
は
ま
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
が
理
由
で
男
は
傍
線
部
Ａ

の
よ
う
に
感
じ
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
を
正
し
く
説
明
し
て
い
る

4

が
正
解
で
あ
る
。

男
が
鬼
に
唾
を
か
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
第
一
段
落
の
最
後
に
﹁
鬼
、
四
五
人
ば
か
り
し
て
男
に
唾
を
吐
き
か
け
つ
つ
皆
過
ぎ
ぬ
︵
鬼
は
、
四
、
五
人
ほ
ど
で
男
に
唾
を
吐
き
か

け
て
は
皆
通
り
過
ぎ
て
行
っ
た
︶
﹂
と
あ
る
こ
と
で
わ
か
る
。
ま
た
、
男
の
姿
が
見
え
な
く
な
っ
た
こ
と
は
、
第
二
段
落
に
入
っ
て
、
男
が
帰
宅
し
た
場
面
で
、
﹁
急
ぎ
行
き
て
家

に
入
り
た
る
に
、
妻
も
子
も
皆
、
男
を
見
れ
ど
も
物
も
言
ひ
か
け
ず
。
ま
た
、
男
、
物
言
ひ
か
く
れ
ど
も
、
妻
子
、
答
へ
も
せ
ず
。
し
か
れ
ば
、
男
、
﹃
あ
さ
ま
し
﹄
と
思
ひ
て

近
く
寄
り
た
れ
ど
も
、
傍
ら
に
人
あ
れ
ど
も
あ
り
と
も
思
は
ず
︵
急
い
で
行
っ
て
家
に
入
っ
た
が
、
妻
も
子
も
皆
、
男
を
見
る
け
れ
ど
も
何
も
言
葉
を
か
け
な
い
。
ま
た
、
男
が
、

何
か
言
い
か
け
て
も
、
妻
子
は
、
返
事
も
し
な
い
。
そ
こ
で
、
男
が
、
﹃
な
ん
と
い
う
こ
と
だ
﹄
と
思
っ
て
︵
妻
子
の
︶
近
く
に
寄
っ
︵
て
み
︶
た
け
れ
ど
も
、
そ
ば
に
自
分
が

い
る
の
に
い
る
と
も
思
わ
な
い
︶
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
や
、
ま
た
、
第
二
段
落
後
半
に
あ
る
﹁
人
は
我
が
形
を
も
見
ず
、
声
を
も
聞
か
ず
︵
人
は
自
分
の
姿
を
見
る
こ
と
が

な
い
、
声
を
聞
く
こ
と
も
な
い
︶
﹂
な
ど
か
ら
わ
か
る
。

1

は
﹁
と
く
に
悪
い
こ
と
を
し
た
覚
え
も
な
い
﹂
が
誤
り
。
こ
の
よ
う
に
男
が
考
え
て
い
る
と
書
か
れ
て
い
る
箇
所
が
本
文
に
は
な
い
。

2

の
﹁
こ
の
ま
ま
で
は
死
ん
で
し
ま
う
と
思
っ
た
﹂
は
、
本
文
冒
頭
の
﹁
今
は
限
り
な
り
け
り
﹂
が
こ
れ
に
相
当
す
る
が
、
こ
れ
は
鬼
ど
も
に
唾
を
吐
き
か
け
ら
れ
る
前
に
、

橋
の
下
に
隠
れ
な
が
ら
思
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
﹁
唾
を
か
け
ら
れ
た
後
で
ひ
ど
く
頭
が
痛
く
﹂
な
っ
て
思
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
傍
線
部
Ａ

に
は
直
接
つ
な
が
ら
な
い
。

3

は
﹁
誰
が
近
く
に
寄
っ
て
も
﹂
が
誤
り
。
﹁
急
ぎ
行
き
て
家
に
入
り
た
る
に
、
妻
も
子
も
皆
、
男
を
見
れ
ど
も
物
も
言
ひ
か
け
ず
。
ま
た
、
男
、
物
言
ひ
か
く
れ
ど
も
、
妻

子
、
答
へ
も
せ
ず
﹂
と
あ
る
と
お
り
、
そ
の
妻
子
が
存
在
を
認
知
で
き
な
く
な
っ
た
の
は
﹁
男
﹂
だ
け
で
あ
る
。
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5

の
内
容
は
、
第
二
段
落
の
最
終
部
の
﹁
か
や
う
に
て
夜
も
明
け
ぬ
れ
ば
、
妻
子
は
、
我
を
、
﹃
夜
前
、
人
に
殺
さ
れ
に
け
る
な
ん
め
り
﹄
と
言
ひ
て
、
嘆
き
合
ひ
た
る
こ
と

限
り
な
し
﹂
に
相
当
す
る
と
言
え
る
が
、
妻
子
が
﹁
男
は
人
に
殺
さ
れ
た
の
だ
﹂
と
考
え
た
の
は
、
夜
が
明
け
て
か
ら
で
あ
る
。
傍
線
部
Ａ

の
内
容
は
前
夜
の
う
ち
の
こ
と
で
あ

る
か
ら
、
5

に
書
か
れ
て
い
る
内
容
が
そ
の
原
因
と
な
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

正
解

4

25

問
�

内
容
説
明
の
問
題

基
礎

傍
線
部
Ｂ

﹁
喜
び
な
が
ら
夢
を
頼
み
て
童
の
供
に
行
く
﹂
と
あ
る
が
、
こ
の
時
の
男
の
行
為
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

帰
宅
し
た
が
、
妻
子
に
自
分
の
存
在
を
認
知
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
悟
っ
た
男
︵
第
二
段
落
後
半
︶
は
、
六
角
堂
に
参
籠
し
て
観
音
に
﹁
元
に
戻
し
て
ほ
し
い
﹂
と
祈
る
︵
第
三

段
落
前
半
︶
。
す
る
と
、
十
四
日
ほ
ど
経
っ
た
あ
る
日
、
夢
で
﹁
汝
、
す
み
や
か
に
、
朝
こ
こ
よ
り
罷
り
出
で
む
に
、
初
め
て
会
へ
ら
む
者
の
言
は
む
こ
と
に
従
ふ
べ
し
︵
お
前

は
、
早
々
に
、
朝
の
う
ち
に
こ
こ
か
ら
退
出
し
て
、
最
初
に
会
っ
た
者
の
言
う
こ
と
に
従
い
な
さ
い
︶
﹂
と
い
う
お
告
げ
を
受
け
る
︵
第
三
段
落
後
半
︶
。
夜
が
明
け
て
、
六
角
堂

か
ら
退
い
た
男
は
、
門
の
所
で
﹁
牛
飼
の
童
の
い
と
恐
ろ
し
げ
な
る
︵
牛
飼
の
童
で
た
い
そ
う
恐
ろ
し
げ
な
者
︶
﹂
に
出
会
う
︵
第
四
段
落
最
初
︶
。
こ
れ
に
続
く
の
が
、
傍
線
部

Ｂ

の
直
前
と
な
る
﹁
﹃
い
ざ
、
か
の
主
、
我
が
供
に
﹄
と
。
男
、
こ
れ
を
聞
く
に
、
﹃
我
が
身
は
顕
れ
に
け
り
﹄
と
思
う
に
、
う
れ
し
く
て
﹂
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
﹁
﹃
さ
あ
、
あ

な
た
、
私
と
一
緒
に
︵
い
ら
っ
し
ゃ
い
︶
﹄
と
言
う
。
男
は
、
こ
れ
を
聞
く
と
、
﹃
自
分
の
姿
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
﹄
と
思
う
の
で
、
嬉
し
く
て
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
家

で
も
妻
子
か
ら
姿
を
認
知
さ
れ
ず
、
六
角
堂
で
も
﹁
傍
ら
な
る
人
、
知
る
こ
と
な
し
︵
そ
ば
に
い
る
人
は
、
気
が
つ
く
こ
と
も
な
い
︶
﹂
︵
第
三
段
落
︶
と
あ
る
よ
う
に
、
人
々
に

見
聞
き
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
男
は
、
半
月
ぶ
り
に
牛
飼
に
よ
っ
て
我
が
存
在
を
認
め
て
も
ら
え
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
﹁
我
が
身
は
顕
れ
に
け
り
﹂
と
喜
び
、
夢
の
お
告
げ

を
信
じ
て
、
お
告
げ
ど
お
り
に
、
牛
飼
に
従
っ
て
、
あ
と
に
つ
い
て
行
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
正
解
は
、
こ
の
こ
と
が
正
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
4

で
あ
る
。

夢
の
中
に
現
れ
た
僧
︵
各
選
択
肢
共
通
︶
が
言
っ
た
の
は
、
﹁
汝
、
す
み
や
か
に
、
朝
こ
こ
よ
り
罷
り
出
で
む
に
、
初
め
て
会
へ
ら
む
者
の
言
は
む
こ
と
に
従
ふ
べ
し
︵
お
前

は
、
早
々
に
、
朝
の
う
ち
に
こ
こ
か
ら
退
出
し
て
、
最
初
に
会
っ
た
者
の
言
う
こ
と
に
従
い
な
さ
い
︶
﹂
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
1

の
﹁
六
角
堂
か
ら
出
て
き
た

人
﹂
・
﹁
六
角
堂
の
門
の
前
で
待
っ
て
い
る
と
、
牛
飼
が
出
て
き
た
﹂
、
2

の
﹁
元
の
姿
に
戻
る
方
法
を
尋
ね
る
よ
う
に
﹂
、
5

の
﹁
牛
飼
に
出
会
っ
た
ら
﹂
は
、
い
ず
れ
も
誤
り
。

ま
た
、
男
が
牛
飼
に
会
っ
た
時
に
、
牛
飼
が
言
っ
た
の
は
﹁
い
ざ
、
か
の
主
、
我
が
供
に
︵
さ
あ
、
あ
な
た
、
私
と
一
緒
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
︶
﹂
だ
け
で
あ
り
、
男
は
元
に
戻

れ
て
嬉
し
い
と
思
い
な
が
ら
も
黙
っ
て
牛
飼
に
つ
い
て
行
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
1

の
﹁
夢
の
お
告
げ
の
内
容
を
話
し
て
一
緒
に
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
る

よ
う
に
頼
ん
で
み
た
と
こ
ろ
、
牛
飼
が
快
く
引
き
受
け
て
く
れ
た
﹂
、
2

の
﹁
牛
飼
に
〜
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
す
ぐ
れ
た
験
者
の
も
と
に
連
れ
て
行
っ
て
や
ろ
う
と
言
わ
れ
﹂
、
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3

の
﹁
怪
し
げ
な
牛
飼
だ
っ
た
た
め
に
不
安
を
抱
い
た
﹂
・
﹁
半
信
半
疑
な
が
ら
も
﹂
、
5

の
﹁
こ
の
牛
飼
に
つ
い
て
行
け
ば
、
き
っ
と
妻
子
と
再
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
﹂
は
、
い
ず
れ
も
誤
り
。
な
お
、
男
は
、
牛
飼
が
声
を
か
け
た
こ
と
で
自
分
の
姿
が
元
に
戻
っ
た
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
3

は
﹁
姿
が
見
え
な
い
は
ず
の
自
分
に

声
を
か
け
て
き
た
﹂
も
正
確
な
表
現
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。

正
解

4

26

問
�

内
容
説
明
の
問
題

標
準

傍
線
部
Ｃ

﹁
事
の
あ
り
様
を
語
り
け
れ
ば
﹂
と
あ
る
が
、
そ
の
内
容
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
選
べ
。

適
当
で
な
い
も
の
を
選
ぶ
問
題
で
あ
る
の
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
一
方
で
は
、
五
つ
の
選
択
肢
の
う
ち
四
つ
は
正
し
い
内
容
な
の
で
あ
る
か
ら
、
選
択
肢
の
内
容

を
本
文
読
解
の
助
け
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
考
え
て
ほ
し
い
。

傍
線
部
Ｃ

を
含
む
﹁
男
、
家
に
行
き
て
、
事
の
あ
り
様
を
語
り
け
れ
ば
、
妻
、
﹃
あ
さ
ま
し
﹄
と
思
ひ
な
が
ら
喜
び
け
り
﹂
は
、
﹁
男
が
、
︵
自
分
の
︶
家
へ
帰
っ
て
、
事
情
を

話
し
た
と
こ
ろ
、
妻
は
、
﹃
驚
い
た
こ
と
だ
わ
﹄
と
思
い
な
が
ら
も
︵
夫
の
無
事
な
帰
宅
を
︶
喜
ん
だ
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
傍
線
部
Ｃ

に
あ
る
﹁
事
の
あ
り
様
﹂

と
は
、
本
文
冒
頭
か
ら
、
男
が
元
の
姿
に
戻
っ
て
家
に
帰
り
着
く
ま
で
の
事
情
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
の
中
で
、
傍
線
部
Ｃ

ま
で
の
本
文
内
容
と
合
致
し

な
い
も
の
を
探
し
出
せ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

正
解
と
な
る
4

は
、
﹁
男
は
尊
い
存
在
と
な
り
﹂
が
本
文
と
合
致
し
な
い
。
4

の
前
半
が
、
第
五
段
落
最
後
の
﹁
験
者
来
た
り
。
病
者
の
傍
ら
に
近
く
居
て
、
心
経
を
読
み
て

祈
る
に
、
こ
の
男
、
尊
き
こ
と
限
り
な
し
。
身
の
毛
い
よ
た
ち
て
、
そ
ぞ
ろ
寒
き
や
う
に
お
ぼ
ゆ
﹂
に
相
当
し
そ
う
だ
が
、
こ
れ
は
﹁
験
者
が
や
っ
て
来
た
。
︵
僧
は
︶
病
人
の

そ
ば
近
く
に
座
っ
て
、
般
若
心
経
を
読
み
上
げ
て
祈
る
と
、
こ
の
男
は
、
︵
こ
れ
を
聞
い
て
︶
こ
の
上
な
く
尊
く
感
じ
た
。
︵
そ
の
神
威
に
接
し
て
︶
た
い
そ
う
︵
体
が
こ
わ
ば

り
︶
ぞ
っ
と
し
て
、
な
ん
と
な
く
寒
い
よ
う
に
感
じ
た
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
﹁
身
の
毛
い
よ
た
つ
﹂
は
、
現
在
で
は
﹁
身
の
毛
が
よ
だ
つ
﹂
と
言
う
が
、
﹁
神
仏
な
ど
の
威
光

や
素
晴
ら
し
い
も
の
に
接
し
て
、
ま
た
は
、
恐
ろ
し
い
者
や
寒
さ
に
接
し
て
、
ぞ
っ
と
し
、
体
が
緊
張
し
て
こ
わ
ば
り
、
毛
が
逆
立
つ
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
﹂
の
意
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
こ
こ
で
男
は
、
般
若
心
経
の
威
光
に
感
じ
入
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
4

に
あ
る
よ
う
に
男
自
身
が
﹁
尊
い
存
在
﹂
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
﹁
尊
き

こ
と
限
り
な
し
﹂
は
﹁
こ
の
上
な
く
尊
く
感
じ
た
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ま
た
、
第
六
段
落
で
、
男
の
姿
が
人
々
の
前
に
現
れ
た
時
、
男
の
姿
は
﹁
い
と
い
や
し
げ
な
る
﹂
も

の
で
、
男
は
家
人
に
捕
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
見
て
も
男
自
身
が
﹁
尊
い
存
在
﹂
と
な
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
正
解
は
4

で
あ
る
。

な
お
、
4

の
後
半
は
、
第
六
段
落
最
後
の
﹁
し
か
る
間
、
男
、
顕
れ
ぬ
れ
ば
、
病
者
、
搔
き
の
ご
ふ
や
う
に
癒
え
ぬ
︵
そ
う
す
る
う
ち
に
、
男
が
、
姿
を
現
し
た
と
こ
ろ
、
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病
人
は
、
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
ぬ
ぐ
い
取
っ
た
か
の
よ
う
に
快
復
し
た
︶
﹂
に
相
当
し
て
い
て
誤
り
は
な
い
。

1

は
、
問
�
の
解
説
で
も
見
た
と
お
り
、
﹁
鬼
、
四
五
人
ば
か
り
し
て
男
に
唾
を
吐
き
か
け
つ
つ
皆
過
ぎ
ぬ
﹂
︵
第
一
段
落
︶
、
﹁
急
ぎ
行
き
て
家
に
入
り
た
る
に
、
妻
も
子
も

皆
、
男
を
見
れ
ど
も
物
も
言
ひ
か
け
ず
。
ま
た
、
男
、
物
言
ひ
か
く
れ
ど
も
、
妻
子
、
答
へ
も
せ
ず
。
し
か
れ
ば
、
男
、
﹃
あ
さ
ま
し
﹄
と
思
ひ
て
近
く
寄
り
た
れ
ど
も
、
傍
ら

に
人
あ
れ
ど
も
あ
り
と
も
思
は
ず
﹂
︵
第
二
段
落
︶
、
﹁
人
は
我
が
形
を
も
見
ず
、
声
を
も
聞
か
ず
﹂
︵
第
二
段
落
︶
な
ど
に
相
当
し
て
い
て
誤
り
が
な
い
。

2

は
、
第
三
段
落
冒
頭
の
﹁
さ
て
、
日
ご
ろ
を
経
る
に
、
せ
む
方
な
し
。
し
か
れ
ば
、
男
、
六
角
堂
に
参
り
籠
も
り
て
、
﹃
観
音
、
我
を
助
け
給
へ
。
年
ご
ろ
頼
み
を
か
け
奉

り
て
参
り
候
ひ
つ
る
験
に
は
、
元
の
ご
と
く
我
が
身
を
顕
し
給
へ
﹄
と
祈
念
し
て
︵
そ
う
し
て
、
数
日
が
経
っ
た
が
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
そ
こ
で
、
男
は
、
六
角
堂
に
参
籠

し
て
、
﹁
観
音
様
、
私
を
お
助
け
下
さ
い
。
長
年
お
頼
り
申
し
上
げ
て
参
詣
い
た
し
ま
し
た
御
利
益
と
し
て
、
元
の
よ
う
に
私
の
姿
を
見
え
る
よ
う
に
し
て
下
さ
い
﹂
と
祈
念
し

て
︶
﹂
に
相
当
し
て
い
て
誤
り
が
な
い
。
﹁
せ
む
方
な
し
﹂
は
﹁
ど
う
し
よ
う
も
な
い
﹂
の
意
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
﹁
元
に
戻
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
﹂
の
意

で
あ
る
。
ま
た
、
﹁
し
か
れ
ば
﹂
は
、
﹁
だ
か
ら
﹂
の
意
の
接
続
詞
。
﹁
験
︵
し
る
し
︶
﹂
は
、
﹁
御
利
益
・
霊
験
﹂
の
意
の
名
詞
で
あ
る
。

3

は
、
第
五
段
落
冒
頭
の
﹁
童
、
男
を
具
し
て
板
敷
き
に
上
り
て
、
内
へ
た
だ
入
り
に
入
る
に
、
い
か
に
と
言
ふ
人
あ
へ
て
な
し
。
は
る
か
に
奥
の
方
に
入
り
て
見
れ
ば
、

姫
君
、
病
に
悩
み
煩
い
て
臥
し
た
り
。
跡
・
枕
に
女
房
達
居
並
み
て
こ
れ
を
あ
つ
か
ふ
︵
牛
飼
の
童
は
、
男
を
連
れ
て
板
張
り
の
間
に
上
が
っ
て
、
部
屋
の
奥
へ
ど
ん
ど
ん
入
っ

て
い
く
が
、
︵
﹁
何
な
の
だ
﹂
と
︶
見
と
が
め
る
人
は
誰
も
い
な
い
。
ず
い
ぶ
ん
奥
の
方
ま
で
入
っ
て
見
る
と
、
姫
君
が
、
病
に
苦
し
み
煩
っ
て
寝
て
い
た
。
︵
姫
君
の
︶
足
元
と

枕
元
に
女
房
た
ち
が
並
ん
で
座
っ
て
姫
君
を
看
病
し
て
い
る
︶
﹂
に
相
当
し
て
い
て
誤
り
が
な
い
。
﹁
あ
つ
か
ふ
﹂
は
、
古
文
で
は
、
﹁
世
話
を
す
る
・
看
病
す
る
﹂
等
の
意
が
重

要
な
動
詞
で
あ
る
。

5

は
、
第
六
段
落
の
﹁
あ
さ
ま
し
く
て
、
ま
づ
男
を
捕
へ
て
引
き
出
だ
し
つ
︵
驚
い
て
、
す
ぐ
に
男
を
捕
ま
え
て
、
引
っ
張
り
出
し
た
︶
﹂
と
、
第
七
段
落
冒
頭
か
ら
傍
線
部

Ｃ

直
前
の
﹁
そ
の
時
に
、
験
者
の
言
は
く
、
﹃
こ
の
男
、
咎
あ
る
べ
き
者
に
も
あ
ら
ず
。
六
角
堂
の
観
音
の
利
益
を
蒙
れ
る
者
な
り
。
し
か
れ
ば
、
す
み
や
か
に
許
さ
る
べ
し
﹄

と
言
ひ
け
れ
︵
そ
の
時
に
、
祈
禱
し
て
い
た
僧
が
言
う
に
は
、
﹁
こ
の
男
は
、
と
が
め
ら
れ
る
よ
う
な
罪
が
あ
る
者
で
も
な
い
。
六
角
堂
の
観
音
様
の
御
利
益
を
い
た
だ
い
た
者

で
あ
る
。
で
す
か
ら
、
す
ぐ
に
許
し
て
お
や
り
な
さ
い
﹂
と
言
っ
た
︶
﹂
に
相
当
し
て
い
て
誤
り
が
な
い
。

正
解

4

27

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
。
︵
選
択
肢
�
個
︶
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本
文
の
前
半
を
読
ん
で
い
る
と
、
牛
飼
は
観
音
の
使
い
と
し
て
、
男
の
も
と
へ
や
っ
て
来
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
第
五
段
落
の
﹁
小
さ
き
�
を
取
ら
せ
て
、

こ
の
煩
ふ
姫
君
の
傍
ら
に
据
ゑ
て
、
頭
を
打
た
せ
腰
を
打
た
す
。
そ
の
時
に
、
姫
君
、
頭
を
立
て
て
病
み
ま
ど
ふ
こ
と
限
り
な
し
︵
小
さ
な
Y
を
渡
し
て
、
こ
の
病
気
の
姫
君
の

そ
ば
に
座
ら
せ
て
、
頭
を
打
た
せ
た
り
腰
を
打
た
せ
た
り
す
る
。
そ
の
時
に
、
姫
君
は
、
頭
を
も
た
げ
て
朦
朧
と
し
て
こ
の
上
な
く
苦
し
む
︶
﹂
で
は
、
牛
飼
は
、
自
分
が
取
り

憑
い
て
い
る
姫
君
を
苦
し
め
る
手
伝
い
を
男
に
さ
せ
て
い
る
。
牛
飼
は
、
観
音
の
使
者
と
し
て
、
直
接
的
に
男
を
助
け
る
た
め
に
現
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
験
者

が
呼
ば
れ
、
そ
の
験
者
が
読
む
般
若
心
経
を
聞
く
と
、
牛
飼
は
姿
を
消
し
、
男
の
衣
が
燃
え
始
め
て
、
そ
の
姿
が
露
わ
に
な
る
。
般
若
心
経
に
よ
っ
て
、
男
の
姿
は
元
に
戻
っ
た

の
で
あ
る
。
夢
の
お
告
げ
は
こ
こ
に
成
就
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
観
音
は
、
男
を
牛
飼
と
出
会
わ
せ
れ
ば
、
牛
飼
に
連
れ
ら
れ
て
男
が
病
気
の
姫
君
の
も
と
へ
行
く
こ
と
に
な
り
、

そ
う
な
れ
ば
、
般
若
心
経
を
聞
く
こ
と
に
な
っ
て
、
姿
を
元
に
戻
す
こ
と
が
で
き
る
と
見
越
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
内
容
を
説
明
し
て
い
る
3

が
正
解
で
あ
る
。

1

は
、
﹁
正
体
を
暴
い
て
﹂
が
誤
り
。
第
六
段
落
に
は
﹁
こ
の
牛
飼
の
童
、
こ
の
僧
を
う
ち
見
る
ま
ま
に
、
た
だ
逃
げ
に
逃
げ
て
外
ざ
ま
に
去
り
ぬ
︵
こ
の
牛
飼
の
童
は
、
こ

の
僧
を
ち
ょ
っ
と
見
る
と
す
ぐ
に
、
ひ
た
す
ら
逃
げ
に
逃
げ
て
ど
こ
か
へ
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
︶
﹂
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
問
�
�
で
見
た
よ
う
に
、
屋
敷
に
上
が
っ
た
時
、

誰
一
人
と
し
て
牛
飼
と
男
を
見
と
が
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
牛
飼
も
男
と
同
様
に
人
々
に
は
姿
が
見
え
な
い
の
で
あ
る
。
人
に
見
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
正
体
を
さ
ら
す

こ
と
な
く
、
牛
飼
は
去
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

2

は
、
﹁
男
の
気
配
を
察
し
て
、
助
け
て
や
ろ
う
と
不
動
の
火
界
の
呪
を
唱
え
た
が
、
加
減
が
で
き
ず
に
﹂
が
誤
り
。
験
者
が
男
の
気
配
に
気
づ
い
て
い
る
様
子
は
本
文
に
は

全
く
書
か
れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
験
者
が
﹁
助
け
て
や
ろ
う
﹂
と
い
う
意
図
を
持
っ
て
不
動
の
火
界
の
呪
を
唱
え
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
第
六
段
落
に
﹁
僧
は
不
動
の
火
界

の
呪
を
読
み
て
、
病
者
を
加
持
す
る
時
に
、
男
の
着
る
物
に
火
付
き
ぬ
﹂
と
あ
る
と
お
り
、
あ
く
ま
で
も
験
者
は
姫
君
の
病
気
を
治
す
た
め
に
不
動
の
火
界
の
呪
を
唱
え
た
の
で

あ
る
。
そ
の
結
果
、
男
の
着
物
に
火
が
つ
い
た
の
で
あ
り
、
﹁
加
減
で
き
ず
に
﹂
火
を
つ
け
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。

4

は
、
ま
ず
﹁
牛
飼
を
信
頼
し
て
男
を
預
け
た
﹂
が
誤
り
。
こ
こ
ま
で
の
解
説
で
見
た
と
お
り
、
牛
飼
は
姫
君
に
取
り
憑
い
て
苦
し
め
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
直
接
的
に

男
を
助
け
た
わ
け
で
も
な
い
。
﹁
信
頼
し
て
預
け
た
﹂
と
は
本
文
の
ど
こ
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
し
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
も
難
し
い
。
ま
た
、
﹁
︵
観
音
が
︶
験
者
の
姿
と

な
っ
て
現
れ
﹂
も
誤
り
。
験
者
は
、
第
五
段
落
の
﹁
や
む
ご
と
な
き
験
者
を
請
じ
に
遣
は
す
め
り
。
し
ば
し
ば
か
り
あ
り
て
、
験
者
来
た
り
︵
尊
い
験
者
を
迎
え
に
行
か
せ
た
よ

う
で
あ
る
。
し
ば
ら
く
経
っ
て
、
験
者
が
や
っ
て
来
た
︶
﹂
で
登
場
す
る
が
、
験
者
が
観
音
の
化
身
で
あ
っ
た
様
子
は
な
く
、
本
文
を
最
後
ま
で
読
ん
で
も
、
そ
の
よ
う
な
こ
と

は
全
く
書
か
れ
て
い
な
い
。

5

は
、
﹁
元
の
姿
に
戻
す
こ
と
と
引
き
替
え
に
﹂
が
本
文
に
な
い
。
牛
飼
が
男
に
﹁
姫
君
の
病
気
を
悪
化
さ
せ
る
こ
と
を
男
に
手
伝
わ
せ
た
﹂
︵
5

︶
こ
と
に
つ
い
て
は
、
第

五
段
落
に
﹁
童
、
そ
こ
に
男
を
ゐ
て
行
き
て
、
小
さ
き
�
を
取
ら
せ
て
、
こ
の
煩
ふ
姫
君
の
傍
ら
に
据
ゑ
て
、
頭
を
打
た
せ
腰
を
打
た
す
。
そ
の
時
に
、
姫
君
、
頭
を
立
て
て
病

み
ま
ど
ふ
こ
と
限
り
な
し
︵
牛
飼
の
童
は
、
そ
こ
に
男
を
連
れ
て
行
っ
て
、
小
さ
な
Y
を
渡
し
て
、
こ
の
病
気
の
姫
君
の
そ
ば
に
座
ら
せ
て
、
頭
を
打
た
せ
た
り
腰
を
打
た
せ
た
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り
す
る
。
そ
の
時
に
、
姫
君
は
、
頭
を
も
た
げ
て
朦
朧
と
し
て
こ
の
上
な
く
苦
し
む
︶
﹂
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
牛
飼
が
男
に
対
し
て
﹁
元
の
姿
に
戻
す
こ
と
と
引
き
替
え
に
﹂

と
い
う
条
件
を
出
し
て
い
る
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
牛
飼
は
、
男
を
自
分
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
男
が
自
分
の
姿
を
失
っ
た
こ

と
で
悩
ん
で
い
る
こ
と
も
知
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
元
の
姿
に
戻
し
て
や
ろ
う
と
も
考
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

6

は
、
﹁
や
む
な
く
﹂
と
﹁
内
心
で
は
姫
君
を
助
け
た
く
思
っ
て
い
た
﹂
が
誤
り
。
姫
君
の
も
と
で
の
牛
飼
の
振
舞
い
が
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
5

の
解
説
で
も
見
た
﹁
童
、

そ
こ
に
男
を
ゐ
て
行
き
て
、
小
さ
き
�
を
取
ら
せ
て
、
こ
の
煩
ふ
姫
君
の
傍
ら
に
据
ゑ
て
、
頭
を
打
た
せ
腰
を
打
た
す
。
そ
の
時
に
、
姫
君
、
頭
を
立
て
て
病
み
ま
ど
ふ
こ
と
限

り
な
し
﹂
︵
第
五
段
落
︶
と
、
第
六
段
落
冒
頭
の
﹁
し
か
る
間
、
こ
の
牛
飼
の
童
、
こ
の
僧
を
う
ち
見
る
ま
ま
に
、
た
だ
逃
げ
に
逃
げ
て
外
ざ
ま
に
去
り
ぬ
︵
そ
う
し
て
い
る
間

に
、
こ
の
牛
飼
の
童
は
、
こ
の
僧
を
ち
ょ
っ
と
見
る
と
す
ぐ
に
、
ひ
た
す
ら
逃
げ
に
逃
げ
て
ど
こ
か
へ
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
︶
﹂
だ
け
で
あ
る
。
確
か
に
、
最
終
段
落
に

﹁
か
の
牛
飼
は
神
の
眷
属
に
て
な
む
あ
り
け
る
。
人
の
語
ら
ひ
に
よ
り
て
こ
の
姫
君
に
憑
き
て
悩
ま
し
け
る
な
り
け
り
︵
例
の
牛
飼
の
童
は
神
様
の
従
者
で
あ
っ
た
と
言
う
。
誰

か
の
頼
み
に
よ
っ
て
、
こ
の
姫
君
に
取
り
憑
い
て
苦
し
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︶
﹂
と
あ
る
の
で
、
﹁
指
示
を
受
け
て
〜
姫
君
を
苦
し
め
て
い
た
﹂
︵
6

︶
の
で
は
あ
る
が
、

﹁
や
む
な
く
﹂
で
あ
っ
た
と
は
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
﹁
内
心
で
は
姫
君
を
助
け
た
く
思
っ
て
い
た
﹂
も
本
文
中
に
全
く
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

正
解

3

28

2016年度センター試験 古典

− 12−



第
�
問

漢
文

盧ろ

文ぶ
ん

弨
し
よ
う

﹃
抱ほ

う

経け
い

堂ど
う

文ぶ
ん

集
し
ゆ
う

﹄

﹇
書
き
下
し
文
﹈

荷か

宇う

は
生う

ま
れ
て
十じ

ふ

月げ
つ

に
し
て
其そ

の
母は

は

を

喪
う
し
な

ふ
。
知ち

有あ

る
に
及お

よ

び
、

即
す
な
は

ち
時じ

時じ

母は
は

を
念お

も

ひ
て
置お

か
ず
、

弥
い
よ
い
よ

久ひ
さ

し
く
し
て

弥
い
よ
い
よ

篤あ
つ

し
。
其そ

の
身み

の
一い

ち

日じ
つ

と
し
て
母は

は

に
事つ

か

ふ
る
能あ

た

は

ざ
る
を
哀か

な

し
む
な
り
。
母は

は

の
言げ

ん

語ご

動ど
う

作さ

も
亦ま

た
未い

ま

だ
識し

る
能あ

た

は
ざ
る
を
哀か

な

し
む
な
り
。

荷か

宇う

は
香か

う

河が

の
人ひ

と

な
り
。
嘗か

つ

て

南
み
な
み

に
遊あ

そ

び
て
反か

へ

る
に
、
銭せ

ん

唐た
う

に
至い

た

る
。
母は

は

の
来ら

い

前ぜ
ん

す
る
を
夢ゆ

め

み
、
夢む

中
ち
ゆ
う

に

即
す
な
は

ち
其そ

の
母は

は

た
る
を
知し

る
な
り
。
既す

で

に
覚さ

め
、

乃
す
な
は

ち
噭け

う

然ぜ
ん

と
し
て
以も

つ

て
哭こ

く

し
て
曰い

は
く
、
﹁
此こ

れ
真し

ん

に
吾わ

が
母は

は

か
。
母は

は

よ
、
胡
為

な

ん

す

れ
ぞ
我わ

れ

を
し
て
今こ

ん

日に
ち

に
至い

た

り
て

乃
す
な
は

ち
見み

る
を
得え

し
む
る
や
。
母は

は

よ
、
又ま

た
何な

ん

ぞ
我わ

れ

を
去さ

る
こ
と
の
速す

み

や
か
な
る
や
。
母は

は

よ
、

其そ

れ
我わ

れ

を
し
て
此こ

れ

を
継つ

ぎ
て
見み

る
を
得え

し
む
べ
け
ん
や
﹂
と
。
是こ

こ

に
於お

い
て
夢ゆ

め

に
見み

る

所
と
こ
ろ

に
即そ

く

し
て
之こ

れ

が
図づ

を
為つ

く

る
。
此こ

の
図づ

は
吾わ

れ

之こ
れ

を
見み

ざ
る
な
り
。
今い

ま

の
図づ

は
吾わ

れ

之こ
れ

を
見み

る
に
、

則
す
な
は

ち
其そ

の
母は

は

を
夢ゆ

め

み
る
の

境
き
や
う

な
る
の
み
。

余よ

因よ

り
て
之こ

れ

に
語か

た

り
て
曰い

は
く
、
﹁
夫そ

れ
人ひ

と

の
精せ

い

誠せ
い

の
感か

ん

ず
る

所
と
こ
ろ

に
、
幽い

う

明め
い

死し

生せ
い

の
隔へ

だ

て
無な

き
は
、
此こ

れ
理り

の
信し

ん

ず
べ
く
、
誣し

ひ
ざ
る
者も

の

な
り
。
況い

は

ん
や
子こ

の
親お

や

に
於お

け
る
、
其そ

の

喘ぜ
ん

息そ
く

呼こ

吸き
ふ

も
相あ

ひ
通つ

う

じ
、
本も

と

よ
り
之こ

れ

を
間へ

だ

つ
る
者も

の

有あ

る
無な

き
を
や
﹂
と
。

﹇
通

釈
﹈

張
荷
宇
は
生
後
十
カ
月
で
母
に
死
に
別
れ
た
。
も
の
ご
こ
ろ
が
つ
く
こ
ろ
に
な
る
と
、
い
つ
も
母
の
こ
と
を
思
い
続
け
て
や
む
こ
と
が
な
く
、
︵
成
長
す
る
に
つ
れ
て
、
母
を
慕
う

思
い
は
︶
い
や
ま
し
に
ま
し
て
い
っ
た
。
自
分
が
︵
子
と
し
て
︶
一
日
も
母
に
つ
か
え
︵
て
孝
行
す
︶
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
悲
し
く
思
っ
た
の
で
あ
る
。
︵
ま
た
︶
母
の
話
し

ぶ
り
や
身
ぶ
り
も
ま
っ
た
く
︵
記
憶
に
も
な
く
︶
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
も
悲
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。

荷
宇
は
香
河
県
の
人
で
あ
る
。
か
つ
て
遠
く
南
方
の
地
を
訪
ね
て
の
帰
路
、
銭
唐
県
に
投
宿
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
︵
そ
の
夜
︶
母
が
目
の
前
に
や
っ
て
く
る
夢
を
見
、
夢
の
中
で

す
ぐ
に
そ
れ
が
母
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
や
が
て
目
が
さ
め
て
、
そ
こ
で
大
声
を
あ
げ
て
泣
い
て
言
っ
た
、
﹁
こ
れ
は
ほ
ん
と
う
に
私
の
お
母
様
で
す
か
。
お
母
様
、
な
ぜ
今
日

に
な
っ
て
私
に
会
っ
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
か
。
お
母
様
、
ま
た
ど
う
し
て
あ
ん
な
に
早
く
私
の
前
か
ら
い
な
く
な
っ
て
し
ま
わ
れ
た
の
で
す
か
。
お
母
様
、
私
に
ず
っ
と
こ
の
ま
ま

お
姿
を
見
続
け
さ
せ
て
く
だ
さ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
か
﹂
と
。
そ
こ
で
、
夢
で
見
た
母
の
姿
の
ま
ま
に
母
の
絵
を
描
い
た
。
こ
の
︵
そ
の
時
荷
宇
が
描
い
た
母
の
︶
絵
は
、
私

は
そ
れ
そ
の
も
の
を
見
て
は
い
な
い
。
今
荷
宇
が
持
っ
て
き
た
絵
は
、
私
が
見
た
と
こ
ろ
、
荷
宇
が
母
の
夢
を
見
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

私
は
そ
こ
で
荷
宇
に
語
っ
て
言
っ
た
、
﹁
そ
も
そ
も
人
間
の
ま
ご
こ
ろ
が
人
に
通
じ
る
こ
と
に
、
あ
の
世
と
こ
の
世
の
隔
て
が
無
い
の
は
、
道
理
と
し
て
信
ず
ベ
く
い
つ
わ
り
の
な

い
こ
と
で
あ
る
。
ま
し
て
子
と
親
と
は
、
そ
の
息
づ
か
い
ま
で
通
じ
合
い
、
言
う
ま
で
も
な
く
間
を
隔
て
る
も
の
も
な
く
固
く
結
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
﹂
と
。
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﹇
解

説
﹈

問
�

語
の
意
味
の
問
題

⑴

標
準

⑵

基
礎

波
線
部
⑴
﹁
有
㆑

知
﹂
・
⑵
﹁
遊
﹂
の
こ
こ
で
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。

問
�
は
、
二
〇
一
四
年
度
、
二
〇
一
五
年
度
に
続
い
て
、
﹁
語
の
意
味
の
問
題
﹂
で
あ
っ
た
。

⑴
﹁
有
㆑

知
﹂
は
、
生
後
十
カ
月
で
母
を
亡
く
し
た
荷
宇
が
、
﹁
知
有
る
に
及
び
、
即
ち
時
時
母
を
念お

も

ひ
て
置
か
ず
﹂
と
い
う
文
脈
に
あ
る
。
こ
こ
は
、
﹁
知
﹂
や
﹁
有
﹂
の
知

識
の
問
題
で
は
な
く
、
文
脈
上
最
も
適
当
な
も
の
は
ど
れ
か
と
い
う
判
断
の
問
題
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
﹁
知
有
る
﹂
の
語
義
を
考
え
れ
ば
、
2

﹁
教A

育A

を
受A

けA

るA

﹂
、
3

﹁
うA

わA

さA

を
聞A

くA

﹂
は
そ
ぐ
わ
な
い
。

1

﹁
世
に
知
ら
れ
る
﹂
は
、
荷
宇
が
そ
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
が
本
文
か
ら
は
で
き
な
い
。

4

﹁
知
り
合
い
が
で
き
る
﹂
は
、
知
り
合
い
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が
亡
母
を
慕
う
こ
と
と
つ
な
が
ら
な
い
。
知
り
合
い
か
ら
亡
き
母
の
こ
と
を
聞
い

て
、
と
考
え
る
の
は
あ
く
ま
で
類
推
で
あ
り
、
本
文
に
な
い
。

正
解
は
、
5

﹁
も
の
ご
こ
ろ
が
つ
く
﹂
で
あ
る
。
﹁
知
有
る
に
及
び
﹂
で
、
﹁
知
恵
が
あ
る
よ
う
︵
な
年
齢
︶
に
な
っ
て
﹂
と
い
う
の
が
直
訳
で
あ
る
。

⑵
﹁
遊
﹂
は
、
漢
文
の
学
習
上
は
、
知
識
の
問
題
で
あ
る
。
﹁
遊
ぶ
﹂
は
、
む
ろ
ん
、
﹁
ぶ
ら
ぶ
ら
す
る
﹂
と
か
、
﹁
気
ま
ま
に
歩
き
ま
わ
る
﹂
﹁
好
き
な
こ
と
を
し
て
楽
し
む
﹂

と
い
う
意
味
は
あ
る
が
、
﹁
遠
出
を
す
る
。
旅
を
す
る
。
諸
方
を
め
ぐ
る
﹂
と
か
、
﹁
諸
方
を
め
ぐ
っ
て
説
く
。
遊
説
し
て
ま
わ
る
﹂
﹁
修
学
や
仕
官
の
た
め
家
を
は
な
れ
て
他
郷

へ
行
く
﹂
と
い
う
意
味
が
大
切
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
、
北
方
の
香
河
︵
注
�
＝
今
の
北
京
の
東
︶
の
人
で
あ
っ
た
荷
宇
が
、
﹁
南
に
遊
び
﹂
て
、
銭
唐
︵
注
�
＝
今
の
杭
州
。
香
河
か
ら
は
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
あ
ま
り
離

れ
る
︶
に
行
っ
た
と
あ
る
か
ら
、
正
解
は
4

﹁
故
郷
を
離
れ
遠
方
の
地
を
訪
ね
て
﹂
で
あ
る
。

正
解

⑴

5

⑵

4

29

30
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問
�

二
つ
の
﹁
す
な
は
ち
﹂
の
意
味
の
判
断
の
問
題

基
礎

二
重
傍
線
部
�
﹁
即
﹂
・

﹁
乃
﹂
は
こ
こ
で
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
意
味
か
。
そ
の
組
合
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
べ
。

�
﹁
即
﹂
・

﹁
乃
﹂
と
も
に
、
読
み
方
は
﹁
す
な
は
ち
﹂
で
あ
る
。
﹁
す
な
は
ち
﹂
と
読
む
字
は
、
他
に
も
﹁
則
﹂
︵
本
文
中
に
あ
り
︶
や
﹁
便
﹂
﹁
輒
﹂
な
ど
が
あ
る
。
い
ろ

い
ろ
な
使
い
方
を
す
る
が
、
基
本
的
に
は
、
次
の
よ
う
な
意
で
あ
る
。


則
…
…
﹁
～
レ
バ
則
ち
﹂
の
形
で
用
い
る
こ
と
が
多
く
、
古
文
の
﹁
已
然
形
＋
ば
＝
～
︵
す
る
︶
と
﹂
に
相
当
す
る
。

乃
…
…
そ
こ
で
。
そ
し
て
。

即
…
…
す
ぐ
に
。
そ
の
ま
ま
。
と
り
も
な
お
さ
ず
。

便
…
…
た
や
す
く
。
す
ぐ
に
。
そ
の
ま
ま
。

輒
…
…
～
す
る
た
び
ご
と
に
。
い
つ
も
。

こ
の
基
本
的
な
意
味
ど
お
り
の
答
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
知
識
が
あ
っ
た
人
に
と
っ
て
は
た
い
へ
ん
簡
単
な
問
題
で
あ
る
が
、
用
い
ら
れ
て
い
る
文
脈
を
考
え
て
も
、
�
は
、

母
が
や
っ
て
き
た
夢
を
見
て
、
夢
の
中
で
も
﹁
即
ち
︵
＝
す
ぐ
に
︶
其
の
母
た
る
を
知
る
﹂
、

は
、
や
が
て
目
が
さ
め
て
、
﹁
乃
ち
︵
＝
そ
こ
で
︶
噭
然
と
し
て
以
て
哭
し
て

︵
＝
大
声
を
あ
げ
て
泣
い
て
︶
﹂
と
、
﹁
す
ぐ
に
﹂
﹁
そ
こ
で
﹂
が
あ
て
は
ま
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

正
解

1

31

問
�

傍
線
部
の
解
釈
の
問
題

標
準

傍
線
部
Ａ

﹁
時

時

念
㆑

母

不
㆑

置
﹂
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
べ
。

﹁
時
時
母
を
念お

も

ひ
て
置
か
ず
﹂
に
は
、
と
く
に
句
法
上
の
ポ
イ
ン
ト
も
な
く
、
か
え
っ
て
判
断
が
難
し
い
。

﹁
母
を
念
ひ
て
﹂
に
つ
い
て
は
、
ど
の
選
択
肢
も
大
き
く
違
っ
て
は
い
な
い
が
、
﹁
念
ひ
てA

﹂
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
を
﹁
思
い
な
が
ら
もA

﹂
と
逆
接
に
訳
し
て
い
る
5

は
、
違

和
感
が
あ
る
。

﹁
時
時
﹂
は
、
﹁
と
き
ど
き
﹂
、
あ
る
い
は
、
﹁
そ
の
時
そ
の
時
に
。
い
つ
も
。
つ
ね
に
﹂
の
意
。
前
者
で
あ
れ
ば
日
本
語
の
現
代
語
と
同
じ
で
あ
る
が
、
後
者
の
意
が
わ
か
る
か

ど
う
か
が
大
事
で
あ
る
。
前
者
な
ら
3

、
後
者
な
ら
1

・
5

が
正
し
い
。

2016年度センター試験 古典

− 15−



﹁
置
か
ず
﹂
の
﹁
置
く
﹂
は
、
こ
こ
で
は
、
﹁
筆
を
置
く
﹂
﹁
¨は

し

を
置
く
﹂
な
ど
の
よ
う
な
、
﹁
途
中
で
や
め
る
。
中
断
す
る
﹂
と
い
う
意
味
で
、
﹁
置
か
ず
﹂
で
﹁
や
め
な
い
﹂

の
意
。
や
や
難
し
い
が
、
2

﹁
心
を
慰
め
る
﹂
、
3

﹁
い
た
た
ま
れ
な
く
な
る
﹂
、
4

﹁
も
の
思
い
に
ふ
け
る
﹂
、
5

﹁
言
わ
な
い
﹂
の
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
、
﹁
置
か
ず
﹂
の
語

義
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
正
解
は
1

。

正
解

1

32

問
�

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

標
準

傍
線
部
Ｂ

﹁
哀

其

身

不

能

一

日

事

乎

母

也
﹂
の
返
り
点
の
付
け
方
と
書
き
下
し
文
と
の
組
合
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
べ
。

大
き
な
句
法
上
の
ポ
イ
ン
ト
は
な
い
が
、
﹁
能
﹂
は
﹁
不
能
﹂
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
れ
ば
、
﹁
あ
た
は
ず
﹂
で
あ
る
。
﹁
能
く
す
﹂
と
い
う
サ
変
動
詞
に
し
て
﹁
よ
く
せ
ず
﹂

と
読
む
こ
と
は
、
な
く
は
な
い
が
、
1

・
3

と
2

・
4

・
5

の
�
対
�
の
配
分
で
﹁
あ
た
は
ず
﹂
の
読
み
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
﹁
あ
た
は
ず
﹂
の
ほ
う
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う

と
考
え
た
い
。

た
だ
、
﹁
能
く
せ
ず
﹂
も
×
と
即
断
は
で
き
な
い
の
で
、
各
選
択
肢
の
読
み
方
を
直
訳
し
て
、
意
味
が
成
り
立
つ
か
ど
う
か
、
前
後
の
文
脈
に
あ
て
は
ま
る
か
ど
う
か
を
考
え

て
み
よ
う
。

1

は
、
﹁
自
分
自
身
を
悲
し
み
、
一
日
の
こ
と
を
母
に
で
き
な
い
の
で
あ
る
﹂
。
意
味
が
通
ら
な
い
。

2

は
、
﹁
自
分
自
身
を
悲
し
み
、
一
日
も
母
に
つ
か
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
﹂
。
こ
れ
も
、
冒
頭
の
﹁
自
分
自
身
を
悲
し
み
﹂
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

3

は
、
﹁
自
分
自
身
の
一
日
の
こ
と
を
、
母
に
で
き
な
い
の
を
悲
し
く
思
う
の
で
あ
る
﹂
。
母
に
﹁
で
き
な
い
﹂
﹁
自
分
自
身
の
一
日
の
こ
と
﹂
が
何
の
こ
と
か
、
わ
か
ら
な
い
。

4

は
、
﹁
自
分
自
身
が
、
一
日
も
母
に
つ
か
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
を
悲
し
く
思
う
の
で
あ
る
﹂
。
母
は
も
う
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
母
に
つ
か
え
た
い
︵
親

孝
行
し
た
い
︶
と
思
っ
て
も
で
き
な
い
の
が
悲
し
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
正
解
。

5

は
、
﹁
自
分
自
身
が
、
一
日
も
つ
か
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
を
、
母
に
悲
し
む
の
で
あ
る
﹂
。
4

に
比
べ
て
﹁
母
に
﹂
の
位
置
が
お
か
し
い
。

ち
な
み
に
、
こ
の
設
問
形
式
は
セ
ン
タ
ー
漢
文
で
は
頻
出
す
る
形
で
あ
る
が
、
返
り
点
の
付
け
方
の
チ
ェ
ッ
ク
は
時
間
の
無
駄
で
あ
る
。
文
の
構
成
上
そ
の
よ
う
に
返
る
の
は

問
題
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
る
の
で
あ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
書
き
下
し
文
に
示
し
た
読
み
方
ど
お
り
に
返
り
点
は
つ
い
て
い
る
。
大
事
な
の
は
、
傍
線
部
中
に
何
か
句
法

上
の
ポ
イ
ン
ト
が
な
い
か
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
よ
う
に
読
ん
だ
と
き
の
文
意
が
通
る
の
か
、
文
脈
に
あ
て
は
ま
る
の
か
の
判
断
で
あ
る
。

正
解

4

33
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問
�

傍
線
部
の
解
釈
の
問
題

標
準

傍
線
部
Ｃ

﹁
母
、
胡

為

乎

使
㆘

我

至
㆓

今

日
㆒

乃

得
㆖
レ

見

也
﹂
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
べ
。

﹁
母
よ
、
胡
為

な

ん

す

れ
ぞ
我
を
し
て
今
日
に
至
り
て

乃
す
な
は

ち
見
る
を
得
し
む
る
や
﹂
に
は
、
﹁
胡
為
れ
ぞ
…
連
体
形
＋
や
﹂
の
疑
問
形
と
、
﹁
…
を
し
て
…
し
む
﹂
の
使
役
形
の
、
二
つ

の
句
法
上
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
こ
ま
か
い
が
、
﹁
得う

﹂
は
可
能
で
あ
る
。

選
択
肢
を
見
る
と
、
﹁
お
母
様
、
な
ぜ
今
日
に
な
っ
て
…
た
の
で
す
か
﹂
は
す
べ
て
共
通
し
て
い
る
。
﹁
母
よ
、
胡
為
れ
ぞ
…
今
日
に
至
り
て
…
や
﹂
の
部
分
に
相
当
す
る
。

疑
問
形
、
使
役
形
の
句
法
の
ポ
イ
ン
ト
に
留
意
し
て
、
傍
線
部
を
直
訳
し
て
み
る
と
、
﹁
お
母
様
、
な
ぜ
私
に
今
日
に
な
っ
て
︵
あ
な
た
を
︶
見
る
こ
と
を
可
能
に
さ
せ
て
く

だ
さ
っ
た
の
で
す
か
﹂
と
な
る
。
﹁
見
る
こ
と
を
可
能
に
さ
せ
た
﹂
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に
は
、
﹁
夢
の
中
に
あ
ら
わ
れ
て
、
会
っ
て
く
れ
た
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

正
解
は
4

。

正
解

4

34

問
�

二
つ
の
﹁
図
﹂
の
違
い
の
判
断
の
問
題

応
用

傍
線
部
Ｄ

﹁
比

図
﹂
と
、
実
際
に
見
た
Ｅ

﹁
今

之

図
﹂
と
は
、
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
べ
。

選
択
肢
前
半
の
Ｄ

の
説
明
に
も
、
後
半
の
Ｅ

の
説
明
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
、
�
対
�
対
�
の
配
分
が
あ
る
。

Ｄ

の
説
明
で
は
、
1

・
2

が
﹁
荷
宇
が
母
の
夢
を
見
る
場
面
﹂

3

・
4

が
﹁
荷
宇
の
夢
に
現
れ
た
母
の
姿
﹂

5

が
﹁
荷
宇
が
夢
を
見
た
土
地
の
風
景
﹂

Ｅ

の
説
明
で
は
、
1

・
4

が
﹁
荷
宇
が
夢
を
見
た
土
地
の
風
景
﹂

2

・
5

が
﹁
荷
宇
の
夢
に
現
れ
た
母
の
姿
﹂

3

が
﹁
荷
宇
が
母
の
夢
を
見
る
場
面
﹂

さ
て
、
Ｄ

の
﹁
此
の
図
﹂
は
、
筆
者
は
﹁
吾
之
を
見
ざ
る
な
り
﹂
、
つ
ま
り
見
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
﹁
此
の
﹂
が
指
し
示
す
内
容
は
直
前
部
の
、
﹁
夢
に
見
る
所
に
即
し
て

之
が
図
を
為
﹂
っ
た
、
つ
ま
り
、
荷
宇
が
夢
で
見
た
と
お
り
に
描
い
た
母
の
絵
で
あ
る
。
Ｄ

は
、
3

・
4

が
正
し
い
。

2016年度センター試験 古典

− 17−



一
方
、
Ｅ

の
﹁
今
の
図
﹂
は
、
﹁
吾
之
を
見
る
﹂
、
つ
ま
り
筆
者
が
見
た
絵
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
﹁
其
の
母
を
夢
み
る
の
境
な
る
の
み
﹂
、
つ
ま
り
、
荷
宇
が
母
の
夢
を
見

て
い
る
様
子
を
描
い
た
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
Ｅ

は
、
3

の
み
が
正
し
い
。

正
解

3

35

問



第
三
段
落
の
内
容
合
致
問
題

応
用

傍
線
部
Ｆ

﹁
余

因

語
㆑

之

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

傍
線
部
Ｆ

﹁
余
因
り
て
之
に
語
り
て
曰
は
く
﹂
以
下
の
、
﹁
余
﹂
＝
筆
者
の
言
葉
の
内
容
を
解
釈
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
選
択
肢
の
冒
頭
に
あ
る
配
分
に
注
目

し
た
い
。

1

・
3

・
5

は
、
﹁
ま
こ
と
の
心
は
生
死
を
も
超
え
て
相
手
に
通
じ
る
も
の
でA

あA

りA

、
まA

しA

てA

﹂

2

・
4

は
、
﹁
ま
こ
と
の
心
は
生
死
を
も
超
え
て
相
手
に
通
じ
る
とA

はA

いA

えA

、
やA

はA

りA

﹂

こ
れ
は
、
1

・
3

・
5

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
﹁

﹂
内
の
二
つ
め
の
文
の
頭
に
﹁
況い

は

ん
や
﹂
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
﹁
Ａ
、
況
ん
や
Ｂ
を
や
﹂
で
、
﹁
Ａ
で
あ
る
︵
の
だ
か

ら
︶
、
ま
し
て
Ｂ
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
﹂
と
い
う
解
釈
を
す
る
抑よ

く

揚よ
う

形
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
解
釈
問
題
で
は
な
い
が
、
内
容
説
明
問
題
で
、
何
ら
か
の
句
法
上
の
ポ

イ
ン
ト
が
選
択
肢
の
中
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
ケ
ー
ス
は
多
い
。

﹁
夫
れ
人
の
精
誠
の
感
ず
る
所
に
、
幽
明
死
生
の
隔
て
無
き
は
、
此
れ
理
の
信
ず
べ
く
、
誣し

ひ
ざ
る
者
な
り
﹂
が
、
﹁
︵
人
の
︶
ま
こ
と
の
心
は
生
死
を
超
え
て
相
手
に
通
じ
る

も
の
で
あ
る
﹂
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

﹁
況
ん
や
子
の
親
に
於
け
る
、
其
の
喘
息
呼
吸
も
相
ひ
通
じ
、
本も

と

よ
り
之
を
間へ

だ

つ
る
者
有
る
無
き
を
や
﹂
は
、
﹁
ま
し
て
子
と
親
は
、
そ
の
息
づ
か
い
ま
で
通
じ
合
い
、
言
う
ま

で
も
な
く
間
を
へ
だ
て
る
も
の
が
な
い
﹂
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
、
5

の
﹁
ま
し
て
子
は
親
と
固
く
結
ば
れ
て
い
る
﹂
が
合
致
す
る
。
1

の
﹁
ま
し
て
親
が
我
が
子
を
見
捨

て
る
は
ず
が
な
い
﹂
、
3

の
﹁
ま
し
て
親
が
我
が
子
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
な
い
﹂
で
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
現
実
に
、
荷
宇
の
母
は
十
カ
月
の
子
を
残
し
て
亡
く
な
っ
て
い
る
。

選
択
肢
後
半
も
、
も
の
ご
こ
ろ
つ
い
た
こ
ろ
か
ら
ず
っ
と
母
の
こ
と
を
思
慕
し
続
け
た
荷
宇
の
﹁
思
い
が
届
い
た
﹂
こ
と
を
言
っ
て
い
る
5

が
適
当
で
あ
る
。
1

の
よ
う
に

﹁
夢
の
神
秘
を
分A

析A

し
﹂
て
は
い
な
い
し
、
3

の
よ
う
に
﹁
母
の
愛
情
を
評A

価A

﹂
し
て
も
い
な
い
。

正
解

5

36
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