
二
〇
一
七
年
度
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験

解
説
︿
古
典
﹀

第
�
問

古
文

﹃
木き

草く
さ

物
語
﹄

﹇
出

典
﹈

﹃
木
草
物
語
﹄
は
、
江
戸
時
代
中
期
の
女
性
歌
人
で
あ
る
宮み

や

部べ

万ま
ん

︵
？
～
一
七
八
八
︶
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
長
編
の
擬
古
物
語
︵
平
安
時
代
の
物
語
を
模
し
て
書
か
れ
た
物
語
︶
で

あ
る
。
作
家
・
作
品
と
も
に
知
名
度
は
高
く
な
く
、
受
験
生
が
文
学
史
的
に
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
作
家
・
作
品
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
擬
古
物
語
と
言
え
ば
、
一
般
的

に
は
鎌
倉
時
代
成
立
の
作
品
が
多
い
が
、
こ
れ
ま
で
に
東
進
の
﹁
セ
ン
タ
ー
試
験
本
番
レ
ベ
ル
模
試
﹂
で
も
出
題
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
本も

と

居お
り

宣の
り

長な
が

の
﹃
手た

枕
ま
く
ら

﹄
、
荒あ

ら

木き

田だ

麗れ
い

女じ
よ

の
諸

作
な
ど
江
戸
時
代
の
国
学
者
や
歌
人
の
手
に
よ
る
作
品
も
い
く
つ
か
あ
る
。
宮
部
万
は
、
高
崎
藩
︵
現
在
の
群
馬
県
高
崎
地
方
︶
の
藩
士
浅
井
直
方
の
娘
で
、
同
藩
士
で
国
学
者
で

あ
っ
た
宮
部
義
正
に
嫁
し
た
。
義
正
が
幕
府
の
和
学
所
﹇
＝
国
学
研
究
所
﹈
に
仕
え
る
こ
と
と
な
り
︵
将
軍
家
師
範
と
な
る
︶
、
万
は
江
戸
に
同
行
、
江
戸
に
て
、
公
�
で
堂
上
︵
昇

殿
が
許
さ
れ
て
い
る
こ
と
︶
歌
壇
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
冷れ

い

泉ぜ
い

為た
め

村む
ら

︵
冷
泉
家
中
興
の
歌
人
。
門
人
に
小お

沢ざ
わ

廬ろ

庵あ
ん

な
ど
が
い
る
︶
や
、
同
じ
く
公
�
で
、
幕
府
で
国
史
の
進
講
︵
貴
人

に
対
す
る
講
義
︶
を
務
め
て
い
た

烏
か
ら
す

丸ま
る

光み
つ

胤た
ね

な
ど
に
和
歌
や
学
問
を
学
ぶ
よ
う
に
な
る
。
歌
集
に
﹃
万
女
詠
草
﹄
、
夫
義
正
と
の
共
詠
家
集
に
﹃
相
生
乃
言
葉
﹄
な
ど
が
あ
り
、
和
歌

以
外
で
は
、
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
葵
の
巻
を
書
き
写
す
な
ど
し
て
い
る
。

今
回
出
題
さ
れ
た
の
は
、
貴
公
子
︵
菊
君
︶
が
美
し
い
女
性
︵
若
い
尼
︶
を
垣
間
見
て
恋
に
落
ち
る
と
い
う
場
面
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
古
典
文
学
で
は
典
型
的
と
言
え
る
恋
の
始
ま

り
の
場
面
で
あ
る
。
男
が
送
っ
た
手
紙
︵
和
歌
︶
が
相
手
の
女
や
女
の
代
理
人
に
よ
っ
て
一
度
は
拒
否
さ
れ
る
と
い
う
の
も
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
擬
古
物
語
に
見

ら
れ
る
﹁
型
﹂
の
大
も
と
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
で
あ
る
と
言
え
、
一
方
、
作
中
人
物
が
詠
ん
で
い
る
和
歌
︵
実
際
に
は
作
者
が
詠
ん
で
い
る
︶
に
不
自
然
さ
が
な
い
こ
と
な
ど
を
見
る
と
、

﹃
木
草
物
語
﹄
は
、
国
学
や
和
歌
を
学
び
、
﹃
源
氏
物
語
﹄
を
書
写
し
た
人
で
あ
る
か
ら
こ
そ
書
け
た
著
作
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

近
年
の
セ
ン
タ
ー
試
験
本
試
験
の
古
文
の
問
題
は
、
昨
年
度
︵
二
〇
一
六
年
︶
の
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
︵
説
話
集
︶
の
よ
う
な
例
外
も
あ
る
が
、
多
く
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
物
語
︵
小
説
︶
類
か
ら
の
出
題
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
今
年
も
そ
の
傾
向
か
ら
は
ず
れ
な
か
っ
た
と
言
え
る
。

﹇
通

釈
﹈

急
な
こ
と
な
の
で
、
主
﹇
＝
蔵
人
﹈
は
﹁
十
分
な
お
も
て
な
し
も
で
き
ず
、
畏
れ
多
い
︵
菊
君
の
︶
お
出
ま
し
で
あ
る
よ
﹂
と
、
︵
こ
ゆ
る
ぎ
の
磯
の
﹁
い
そ
﹂
で
は
な
い
が
︶
急
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い
で
、
酒
の
さ
か
な
を
求
め
て
、
御
供
の
人
々
も
︵
菊
君
を
︶
も
て
な
そ
う
と
騒
ぐ
が
、
菊
君
は
﹁
涼
し
い
ほ
う
に
﹂
と
言
っ
て
部
屋
の
端
近
く
に
寄
っ
て
横
に
な
り
、
く
つ
ろ
い
で

い
ら
っ
し
ゃ
る
。
そ
の
御
様
子
は
、
場
所
が
ら
も
あ
り
、
︵
普
段
に
も
︶
ま
し
て
ま
た
と
な
い
ほ
ど
に
素
晴
ら
し
く
見
え
な
さ
る
。

隣
︵
の
家
︶
と
言
っ
て
も
た
い
そ
う
近
く
、
ち
ょ
っ
と
し
た
透
垣
な
ど
を
設
け
渡
し
て
あ
る
の
だ
が
、
夕
顔
の
花
が
所
狭
し
と
咲
い
て
い
る
の
が
、
見
慣
れ
な
さ
ら
な
い
け
れ
ど
も
、

美
し
い
と
思
っ
て
︵
菊
君
は
︶
御
覧
に
な
る
。
だ
ん
だ
ん
と
日
が
暮
れ
は
じ
め
︵
夕
日
の
明
か
り
を
た
た
え
た
夕
顔
の
上
の
︶
露
の
光
︵
の
輝
き
︶
が
︵
夕
闇
に
︶
ま
ぎ
れ
る
様
子
も

な
い
の
で
、
︵
菊
君
は
庭
に
︶
下
り
立
っ
て
こ
の
︵
夕
顔
の
︶
花
を
一
房
折
り
取
り
な
さ
っ
た
が
、
そ
の
時
に
、
透
垣
の
少
し
︵
隙
間
が
︶
空
い
た
と
こ
ろ
か
ら
︵
隣
を
︶
覗
き
な
さ

る
。
す
る
と
、
尼
の
住
ま
い
と
思
わ
れ
て
、
閼
伽
棚
に
ち
ょ
っ
と
し
た
草
の
花
な
ど
を
摘
ん
で
散
ら
し
て
あ
っ
た
が
、
五
十
歳
く
ら
い
の
尼
が
出
て
来
て
、
水
で
清
め
た
り
し
て
い
る
。

花
皿
に
数
珠
が
押
し
や
ら
れ
て
、
さ
ら
さ
ら
と
鳴
っ
て
い
る
の
も
た
い
そ
う
し
み
じ
み
と
す
る
が
、
ま
た
奥
の
ほ
う
か
ら
う
っ
す
ら
と
い
ざ
り
出
て
来
る
人
が
い
る
︵
の
が
見
え
た
︶
。

年
の
こ
ろ
は
、
二
十
歳
く
ら
い
と
思
わ
れ
て
、
た
い
そ
う
色
白
で
小
柄
で
あ
る
が
、
髪
の
端
が
、
座
っ
て
い
る
︵
そ
の
人
の
︶
腰
の
あ
た
り
く
ら
い
に
ふ
さ
ふ
さ
と
広
が
っ
て
い
る
の

は
、
こ
れ
も
尼
で
あ
ろ
う
か
、
た
そ
が
れ
時
で
ぼ
ん
や
り
と
し
か
見
え
ず
、
は
っ
き
り
と
は
お
わ
か
り
に
な
ら
な
い
。
片
手
に
お
経
を
持
っ
て
い
る
が
、
何
で
あ
ろ
う
か
、
こ
ち
ら
に

い
る
老
い
た
尼
に
さ
さ
や
い
て
微
笑
ん
で
い
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
葎
の
中
﹇
＝
質
素
な
住
み
か
﹈
に
は
不
釣
り
合
い
な
ほ
ど
、
高
貴
で
か
わ
い
ら
し
い
様
子
で
あ
る
。
た
い
そ
う
若

い
の
に
、
ど
れ
ほ
ど
の
発
心
を
し
て
こ
の
よ
う
に
俗
世
を
捨
て
て
出
家
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
、
︵
菊
君
は
︶
つ
ま
ら
な
い
こ
と
に
御
心
が
と
ま
る
癖
が
あ
る
の
で
、
︵
こ
の

若
い
尼
の
こ
と
を
︶
た
い
そ
う
し
み
じ
み
と
見
過
ご
し
が
た
く
お
思
い
に
な
る
。

主
は
、
御
果
物
な
ど
を
︵
菊
君
に
差
し
上
げ
る
の
に
︶
ふ
さ
わ
し
い
様
子
に
し
て
持
っ
て
出
て
、
﹁
せ
め
て
こ
れ
を
﹂
と
、
準
備
し
て
騒
ぐ
が
、
︵
菊
君
は
お
部
屋
に
︶
お
入
り
に

な
っ
て
も
︵
果
物
に
は
︶
見
向
き
も
な
さ
ら
な
い
。
︵
菊
君
は
︶
﹁
た
い
そ
う
し
み
じ
み
と
心
ひ
か
れ
る
人
を
見
て
し
ま
っ
た
も
の
だ
よ
、
︵
俗
人
と
交
渉
を
断
っ
て
い
る
尼
で
あ
る
か

ら
無
理
や
り
押
し
か
け
て
$
う
こ
と
も
で
き
な
い
が
︶
尼
で
な
か
っ
た
ら
、
$
わ
ず
に
す
ま
す
こ
と
は
で
き
そ
う
に
な
い
﹂
と
い
う
お
気
持
ち
が
し
て
、
︵
周
囲
に
︶
人
が
い
な
い
す

き
に
御
前
に
お
仕
え
す
る
少
年
に
お
尋
ね
に
な
る
。
﹁
こ
の
家
の
隣
に
住
む
人
は
ど
の
よ
う
な
人
か
。
知
っ
て
い
る
か
﹂
と
︵
菊
君
が
︶
お
っ
し
ゃ
る
と
、
︵
少
年
は
︶
﹁
主
の
き
ょ
う

だ
い
で
あ
る
尼
と
申
し
ま
す
者
が
、
数
カ
月
来
山
里
に
住
ん
で
お
り
ま
し
た
が
、
近
頃
突
然
こ
ち
ら
へ
出
て
来
て
︵
お
り
ま
し
て
︶
、
菊
君
様
が
こ
の
よ
う
に
急
に
お
い
で
に
な
っ
た

時
に
、
折
の
悪
い
こ
と
だ
と
、
主
は
た
い
そ
う
わ
ず
ら
わ
し
い
こ
と
に
思
っ
て
お
り
ま
す
﹂
と
申
し
上
げ
る
。
﹁
そ
の
尼
は
、
歳
は
い
く
つ
ぐ
ら
い
で
あ
ろ
う
か
﹂
と
、
さ
ら
に
︵
菊

君
が
︶
お
尋
ね
に
な
る
と
、
︵
少
年
は
︶
﹁
︵
そ
の
人
は
︶
五
十
歳
過
ぎ
に
も
な
る
で
し
ょ
う
か
。
娘
で
た
い
そ
う
若
い
人
も
、
︵
母
親
と
︶
同
様
に
俗
世
を
捨
て
て
出
家
し
て
、
と
う
か

が
い
ま
し
た
の
は
、
本
当
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
身
の
上
の
わ
り
に
は
い
や
し
げ
な
と
こ
ろ
は
な
く
て
、
︵
仏
道
に
対
し
て
︶
こ
の
上
な
く
気
位
が
高
い
人
で
あ
る
た
め
に
、
ほ
と
ん
ど

こ
の
世
を
嫌
に
思
っ
て
︵
出
家
し
て
︶
し
ま
っ
た
と
か
言
う
こ
と
で
す
。
本
当
に
仏
に
仕
え
る
気
位
の
高
さ
は
た
い
そ
う
な
も
の
で
す
﹂
と
言
っ
て
笑
う
。
﹁
し
み
じ
み
と
す
る
こ
と

で
あ
る
よ
。
そ
れ
ほ
ど
悟
っ
た
と
い
う
人
に
、
無
常
な
こ
の
世
に
つ
い
て
の
話
も
申
し
上
げ
た
い
気
持
ち
が
す
る
が
、
突
然
の
と
り
と
め
な
い
話
も
罪
深
い
け
れ
ど
、
︵
彼
女
は
︶
ど

の
よ
う
に
言
う
だ
ろ
う
か
、
試
し
に
手
紙
を
渡
し
て
く
れ
な
い
か
﹂
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
御
畳
紙
に
︵
書
い
た
和
歌
は
︶
、

﹁
露
か
か
る
…
＝
(
涙
の
よ
う
な
︶
露
が
降
り
か
か
る
心
も
は
か
な
く
と
り
と
め
な
い
。
た
そ
が
れ
時
に
ほ
の
か
に
見
た
家
に
咲
く
花
で
あ
る
夕
顔
︵
の
よ
う
な
美
し
い
あ
な
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た
︶
よ
﹂

少
年
は
︵
菊
君
の
真
意
が
︶
よ
く
わ
か
ら
ず
、
何
か
わ
け
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
︵
手
紙
を
︶
懐
に
入
れ
て
︵
隣
の
家
へ
︶
出
か
け
た
。

︵
菊
君
は
︶
そ
の
後
も
ぼ
ん
や
り
と
物
思
い
に
ふ
け
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
が
、
人
々
が
、
御
前
に
参
上
し
、
主
も
﹁
退
屈
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
ょ
う
﹂
と
言
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
と

お
話
な
ど
を
申
し
上
げ
る
う
ち
に
、
夜
も
た
い
そ
う
更
け
て
い
く
の
で
、
菊
君
は
例
の
︵
手
紙
の
︶
御
返
事
が
た
い
そ
う
見
た
い
が
、
あ
い
に
く
な
人
の
多
さ
を
つ
ら
く
お
思
い
に
な

る
の
で
、
眠
た
そ
う
に
振
る
舞
い
な
さ
っ
て
部
屋
の
端
に
寄
っ
て
横
に
お
な
り
に
な
る
と
、
人
々
は
、
︵
菊
君
の
︶
御
前
で
﹃
さ
あ
、
早
く
お
休
み
く
だ
さ
い
﹄
と
言
っ
て
、
主
も
部

屋
の
奥
へ
す
べ
る
よ
う
に
さ
っ
と
入
っ
た
。

や
っ
と
︵
隣
へ
使
い
に
行
っ
た
︶
少
年
が
帰
っ
て
参
り
ま
し
た
の
で
、
︵
菊
君
が
︶
﹁
ど
う
だ
っ
た
か
﹂
と
お
尋
ね
に
な
る
と
、
︵
少
年
は
︶
﹁
﹃
︵
こ
こ
に
は
︶
ま
っ
た
く
こ
の
よ
う
な

御
手
紙
を
い
た
だ
く
は
ず
の
人
も
お
り
ま
せ
ん
。
場
所
間
違
え
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
﹄
と
、
あ
の
老
尼
は
、
思
い
が
け
な
い
こ
と
の
よ
う
に
申
し
ま
し
た
﹂
と
言
っ
て
、
︵
さ
ら
に
︶

﹁
﹃
世
を
そ
む
く
…
＝
(
我
が
家
は
︶
俗
世
を
捨
て
て
︵
出
家
し
た
者
が
住
ん
で
︶
い
る
葎
の
生
い
茂
っ
た
家
で
粗
末
な
家
で
あ
る
の
に
、
ど
の
よ
う
な
夕
顔
の
花
を
見
た
と
い

う
の
で
す
か
。
︵
あ
な
た
が
見
た
と
い
う
女
性
な
ど
こ
こ
に
は
お
り
ま
せ
ん
。
︶

こ
の
よ
う
に
申
し
上
げ
て
く
だ
さ
い
﹄
と
言
っ
て
、
︵
老
尼
が
︶
不
審
が
り
ま
し
た
の
で
、
帰
っ
て
参
り
ま
し
た
﹂
と
申
し
上
げ
る
と
、
甲
斐
の
な
い
こ
と
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
︵
突

然
の
手
紙
で
は
︶
も
っ
と
も
な
こ
と
だ
と
も
︵
菊
君
は
︶
思
い
返
し
な
さ
る
が
、
寝
る
こ
と
が
お
で
き
に
な
ら
な
い
。
不
思
議
な
こ
と
に
、
︵
隣
家
の
若
い
尼
の
︶
か
わ
い
ら
し
か
っ

た
姿
が
、
夢
で
は
な
い
︵
現
実
と
し
て
︶
御
枕
元
に
じ
っ
と
寄
り
添
っ
て
い
る
お
気
持
ち
が
し
て
、
﹁
間
近
け
れ
ど
も
﹇
＝
人
知
れ
ず
想
い
を
寄
せ
る
人
が
間
近
に
い
る
の
に
$
う
手

立
て
も
な
い
﹈
﹂
と
︵
菊
君
は
︶
一
人
つ
ぶ
や
き
な
さ
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
。

&

標
準

﹁
に
げ
な
き
ま
で
﹂
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

﹁
に
げ
な
き
／
ま
で
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
る
。
﹁
ま
で
﹂
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
選
択
肢
が
﹁
ほ
ど
﹂
で
共
通
し
て
い
る
。
﹁
に
げ
な
き
﹂
は
、
﹁
釣
り
合
わ
な
い
・
ふ
さ
わ
し
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く
な
い
・
似
合
わ
な
い
﹂
な
ど
と
訳
す
形
容
詞
﹁
に
げ
な
し
︵
似
げ
な
し
︶
﹂
の
連
体
形
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
正
解
は
3

﹁
釣
り
合
わ
な
い
ほ
ど
﹂
し
か
な
い
。

単
純
な
単
語
の
意
味
の
問
題
だ
が
、
﹁
に
げ
な
し
﹂
は
や
や
難
し
い
レ
ベ
ル
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
直
前
の
﹁
か
か
る
葎
の
中
に
は
︵
＝
こ
の
よ
う
な
質
素
な

住
み
か
に
は
︶
﹂
と
、
直
後
の
﹁
あ
て
に
ら
う
た
げ
な
り
︵
＝
高
貴
で
か
わ
い
ら
し
い
様
子
で
あ
る
︶
﹂
と
の
つ
な
が
り
具
合
か
ら
考
え
て
も
、
最
も
ス
ム
ー
ズ
に
意
味
が
通
る
の

は
3

で
あ
る
。

'

基
礎

﹁
聞
こ
え
ま
ほ
し
き
﹂
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

﹁
聞
こ
え
／
ま
ほ
し
き
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
る
。
﹁
ま
ほ
し
き
﹂
は
、
希
望
︵
～
し
た
い
・
～
し
て
ほ
し
い
︶
の
助
動
詞
﹁
ま
ほ
し
﹂
の
連
体
形
だ
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
い
ず

れ
の
選
択
肢
に
も
誤
り
は
な
く
こ
れ
も
単
純
な
単
語
一
語
の
意
味
の
問
題
で
あ
る
。
﹁
聞
こ
え
﹂
は
、
ヤ
行
下
二
段
活
用
動
詞
﹁
聞
こ
ゆ
﹂
の
未
然
形
。
﹁
聞
こ
ゆ
﹂
は
、
一
般
動

詞
と
し
て
﹁
聞
こ
え
る
・
Û
さ
れ
る
・
︵
聞
い
て
︶
わ
か
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
﹁
お
～
申
し
上
げ
る
・
お
～
す
る
﹂
と
訳

す
動
詞
。
こ
れ
だ
け
で
も
正
し
い
の
は
3

の
み
で
あ
る
。
﹁
聞
こ
ゆ
﹂
に
は
、
﹁
聞
く
﹂
︵
2

︶
や
﹁
う
か
が
う
﹂
︵
1

・
﹃
聞
く
﹄
の
謙
譲
表
現
︶
や
﹁
話
し
合
う
﹂
︵
5

︶
の
意

は
な
く
、
﹁
話
す
﹂
︵
4

︶
な
ら
動
作
的
に
は
間
違
い
は
な
い
が
謙
譲
の
意
が
な
い
。

よ
っ
て
、
正
解
は
3

で
あ
る
。

(

標
準

﹁
あ
や
し
う
﹂
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

﹁
あ
や
し
う
﹂
は
、
形
容
詞
﹁
あ
や
し
﹂
の
連
用
形
﹁
あ
や
し
く
﹂
の
語
尾
が
ウ
音
便
化
し
た
状
態
。
﹁
あ
や
し
﹂
は
、
﹁
怪
︵
奇
・
異
︶
し
﹂
で
あ
れ
ば
、
現
代
語
の
﹁
あ
や

し
い
﹂
と
同
様
に
、
﹁
不
思
議
だ
﹂
﹁
疑
わ
し
い
・
不
審
だ
﹂
と
か
、
﹁
異
常
だ
・
並
々
で
な
い
﹂
﹁
け
し
か
ら
ぬ
・
ふ
つ
ご
う
だ
﹂
の
意
味
も
示
す
が
、
﹁
賤
し
﹂
で
あ
れ
ば
、
﹁
み

す
ぼ
ら
し
い
・
粗
末
だ
﹂
︵
主
に
物
に
対
し
て
使
う
場
合
︶
・
﹁
身
分
が
低
い
・
卑
し
い
﹂
︵
主
に
人
物
に
対
し
て
使
う
場
合
︶
と
い
う
意
味
も
示
す
形
容
詞
で
あ
る
。
単
語
の
意
味

か
ら
見
る
と
5

以
外
は
大
き
な
誤
り
が
な
く
、
文
意
に
当
て
は
ま
る
訳
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
直
後
を
見
る
と
﹁
ら
う
た
か
り
し
面
影
の
、
夢
な
ら
ぬ
御

枕
上
に
つ
と
添
ひ
た
る
御
心
地
し
て
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
。
﹁
あ
や
し
う
﹂
が
直
後
の
﹁
ら
う
た
か
り
し
︵
か
わ
い
ら
し
か
っ
た
︶
﹂
に
係
っ
て
い
る
と
見
る
と
、
4

が
﹁
不
思

議
な
ほ)

ど)

に
﹂
と
な
っ
て
い
れ
ば
意
味
が
通
る
が
そ
う
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
選
択
肢
の
中
に
意
味
が
通
る
も
の
は
な
い
。
﹁
あ
や
し
う
﹂
は
﹁
夢
な
ら
ぬ
御
枕
上
に
つ
と
添
ひ
た
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る
御
心
地
し
て
﹂
に
係
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
見
る
と
、
意
味
が
通
る
の
は
4

の
﹁
不
思
議
な
こ
と
に
﹂
し
か
な
い
。
こ
の
部
分
は
﹁
︵
隣
家
の
若
い
尼
の
︶
か
わ
い
ら
し

か
っ
た
姿
が
、
夢
で
は
な
い
︵
現
実
と
し
て
︶
御
枕
元
に
じ
っ
と
寄
り
添
っ
て
い
る
お
気
持
ち
が
し
て
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
は
ず
も
な
い
の

に
ま
ざ
ま
ざ
と
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
が
﹁
あ
や
し
︵
不
思
議
だ
︶
﹂
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
正
解
は
4

で
あ
る
。
基
礎
的
単
語
に
関
す
る
問
題
だ
が
、
前
後
の
文
意
を
見
て
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
問
題
で
あ
る
。

正
解

&

3

'

3

(

4

21

22

23

問
�

文
法
︵
助
動
詞
の
意
味
︶
の
問
題

基
礎

波
線
部
ａ

～
ｅ

の
助
動
詞
を
、
意
味
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
。

波
線
部
ａ

～
ｅ

の
う
ち
、
ａ

・
ｃ

・
ｅ

は
﹁
ぬ
﹂
、
ｄ

は
﹁
ね
﹂
で
あ
る
が
、
助
動
詞
で
こ
れ
ら
の
か
た
ち
に
な
る
の
は
次
の
通
り
。

ぬ

未
然
形
＋
ぬ
＝
打
消
の
助
動
詞
﹁
ず
﹂
の
連
体
形

連
用
形
＋
ぬ
＝
完
了
︵
強
意
︶
の
助
動
詞
﹁
ぬ
﹂
の
終
止
形

ね

未
然
形
＋
ね
＝
打
消
の
助
動
詞
﹁
ず
﹂
の
已
然
形

連
用
形
＋
ね
＝
完
了
︵
強
意
︶
の
助
動
詞
﹁
ぬ
﹂
の
命
令
形

ａ

は
、
直
前
の
﹁
給
は
﹂
が
四
段
活
用
動
詞
﹁
給
ふ
﹂
の
未)

然)

形)

で
あ
る
か
ら
、

打
消
の
助
動
詞
﹁
ず
﹂
の
連
体
形
で
あ
る
。

ｃ

は
、
直
前
の
﹁
そ
む
き
﹂
が
四
段
活
用
動
詞
﹁
そ
む
く
︵
背
く
︶
﹂
の
連)

用)

形)

で
あ
る
か
ら
、
完
了
の
助
動
詞
﹁
ぬ
﹂
の
終
止
形
で
あ
る
。
下
に
﹁
ら
む
﹂
が
あ
る
の
で
強

意
と
考
え
て
も
よ
い
。

ｄ

は
、
直
前
の
﹁
給
ひ
﹂
が
四
段
活
用
動
詞
﹁
給
ふ
﹂
の
連)

用)

形)

で
あ
る
か
ら
、

完
了
の
助
動
詞
﹁
ぬ
﹂
の
命
令
形
で
あ
る
。

ｅ

は
、
直
前
の
﹁
な
ら
﹂
が
断
定
の
助
動
詞
﹁
な
り
﹂
の
未)

然)

形)

で
あ
る
か
ら
、

打
消
の
助
動
詞
﹁
ず
﹂
の
連
体
形
で
あ
る
。
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波
線
部
ｂ

は
﹁
に
﹂
で
あ
る
が
、
助
動
詞
で
﹁
に
﹂
に
な
る
の
は
次
の
通
り
。

﹁
に
﹂
↓

*
完
了
の
助
動
詞
﹁
ぬ
﹂
の
連
用
形
。

※
連
用
形
に
接
続
す
る
。

※
﹁
～
に
き
・
～
に
け
り
・
～
に
た
り
・
～
に
け
む
﹂
の
形
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

*
断
定
の
助
動
詞
﹁
な
り
﹂
の
連
用
形
。

※
体
言
や
連
体
形
に
接
続
す
る
。

※
ほ
ぼ
次
の
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
で
し
か
使
わ
れ
な
い
。

︵
+
︶

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

例

そ
は
、
わ
が
兄
に
や
あ)

ら)

む
。

︵
そ
れ
は
、
私
の
兄
で)

あ
ろ
う
か
。
︶

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

例

そ
は
我
が
兄
に)

て)

、
太
郎
と
い
ふ
者
な
り
。

︵
そ
れ
は
私
の
兄
で)

あ)

っ)

て)

、
太
郎
と
い
う
者
で
あ
る
。
︶

ｂ

は
、
体)

言)

に
接
続
し
て
お
り
、
存
在
を
示
す
動
詞
﹁
あ)

ら)

﹂
を
伴
い
、
﹁
尼
に)

や
あ
ら
む
﹂
は
﹁
尼
で)

あ
ろ
う
か
﹂
と
訳
せ
る
の
で
、
断
定
の
助
動
詞
﹁
な
り
﹂
の
連
用
形

で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
ａ

と
ｅ

は
打
消
、
ｂ

は
断
定
、
ｃ

と
ｄ

は
完
了
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
正
解
は
5

で
あ
る
。

正
解

5

24
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問
�

内
容
説
明
の
問
題

基
礎

傍
線
部
Ａ

﹁
御
心
地
﹂
と
あ
る
が
、
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

傍
線
部
Ａ

の
直
前
に
あ
る
﹁
い
と
／
あ
は
れ
な
る
／
人
／
を
／
見
／
つ
る
／
か
な
、
尼
／
な
ら
／
ず
／
は
、
／
見
／
で
／
は
／
え
／
や
む
／
ま
じ
き
﹂
は
、
﹁
た
い
そ
う
し
み

じ
み
と
す
る
人
を
見
て
し
ま
っ
た
も
の
だ
よ
、
尼
で
な
か
っ
た
ら
、
$
わ
ず
に
す
ま
す
こ
と
は
で
き
そ
う
に
な
い
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
﹁
つ
る
﹂
は
、
完
了
の
助
動
詞
﹁
つ
﹂

の
連
体
形
。
﹁
か
な
﹂
は
、
詠
嘆
の
終
助
詞
。
﹁
な
ら
﹂
は
、
断
定
の
助
動
詞
﹁
な
り
﹂
の
未
然
形
。
﹁
ず
は
﹂
は
、
打
消
の
仮
定
条
件
︵
も
し
～
な
い
な
ら
ば
︶
を
表
す
表
現
。

﹁
で
﹂
は
、
﹁
～
し
な
い
で
・
～
し
な
く
て
﹂
と
訳
す
打
消
の
接
続
助
詞
。
﹁
え
﹂
は
、
打
消
表
現
︵
こ
こ
で
は
﹁
ま
じ
き
﹂
︶
と
呼
応
し
て
不
可
能
︵
～
で
き
な
い
︶
を
表
す
呼
応

の
副
詞
。
﹁
や
む
︵
止
む
︶
﹂
は
、
現
在
で
も
﹁
雨
が
や
む
・
痛
み
が
や
む
﹂
な
ど
と
使
う
動
詞
だ
が
、
古
文
で
は
﹁
そ
の
ま
ま
に
す
る
・
そ
れ
き
り
に
な
る
﹂
の
意
で
使
わ
れ
る

こ
と
が
多
い
動
詞
。
﹁
ま
じ
き
﹂
は
、
打
消
推
量
︵
～
な
い
だ
ろ
う
・
～
し
そ
う
に
な
い
︶
の
助
動
詞
﹁
ま
じ
﹂
の
連
体
形
で
あ
る
。

こ
こ
で
言
っ
て
い
る
﹁
い
と
あ
は
れ
な
る
人
﹂
と
は
﹁
見
つ
る
﹂
の
対
象
で
あ
り
、
﹁
尼
な
ら
ず
は
﹂
と
い
う
仮
定
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
人
で
あ
る
か
ら
、
実
際
に
は
﹁
尼
﹂

で
あ
る
人
、
つ
ま
り
、
菊
君
が
透
垣
越
し
に
覗
き
見
た
、
﹁
年
の
ほ
ど
、
二
十
ば
か
り
と
見
え
﹂
て
、
﹁
こ
れ
も
尼
に
や
あ
ら
む
﹂
と
見
た
﹁
あ
て
に
ら
う
た
げ
﹂
な
若
い
尼
で
あ

る
。
菊
君
は
、
こ
の
若
い
尼
を
﹁
い
と
あ
は
れ
な
る
人
﹂
と
思
い
、
﹁
見
で
は
え
や
む
ま
じ
き
︵
＝
$
わ
ず
に
す
ま
す
こ
と
は
で
き
そ
う
に
な
い
︶
﹂
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
若
い
尼
に
心
ひ
か
れ
、
俗
人
と
交
渉
を
断
っ
て
い
る
尼
で
あ
る
か
ら
無
理
や
り
押
し
か
け
て
$
う
こ
と
も
で
き
な
い
が
、
尼
で
な
か
っ
た
ら
、
﹁
$
わ
ず
に
す
ま
す
こ

と
は
で
き
そ
う
に
な
い
﹂
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
傍
線
部
Ａ

﹁
御
心
地
﹂
は
、
菊
君
の
、
若
い
尼
に
対
す
る
恋
心
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
正
解
は
2

で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
﹁
御
心
地
﹂
の
﹁
御
﹂
は
、
基
本
的
に
尊
敬
の
意
を
示
す
接
頭
語
で
あ
る
が
、
本
文
冒
頭
か
ら
敬
意
が
払
わ
れ
て
い
る
の
は
菊
君
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
﹁
御
心

地
﹂
は
菊
君
の
心
な
の
で
あ
る
。
蔵
人
の
心
と
し
て
説
明
し
て
い
る
3

・
4

や
、
老
尼
の
心
と
し
て
説
明
し
て
い
る
5

は
、
そ
れ
だ
け
で
誤
り
で
あ
る
。
ま
た
、
貴
公
子
が
美

し
い
女
性
を
垣
間
見
る
と
い
う
の
は
、
物
語
の
世
界
で
は
典
型
的
な
恋
の
発
端
で
あ
る
。
第
二
段
落
で
菊
君
が
隣
の
若
い
尼
を
覗
き
見
た
時
点
で
、
こ
の
尼
に
対
す
る
恋
心
が
菊

君
に
芽
生
え
た
の
だ
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
恋
心
以
外
の
単
な
る
好
奇
心
︵
1

︶
で
見
て
い
た
の
で
は
な
い
。
菊)

君)

の)

心)

で
あ
り
、
恋)

心)

で
あ
る
の
だ
か
ら
、
﹁
菊
君
の
恋
心
﹂

と
説
明
し
て
い
る
2

が
正
解
で
あ
る
こ
と
は
、
傍
線
部
直
前
の
意
味
を
と
る
ま
で
も
な
く
明
ら
か
で
あ
る
。

正
解

2

25
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問
�

内
容
説
明
の
問
題

標
準

傍
線
部
Ｂ

﹁
眠
た
げ
に
も
て
な
い
給
う
て
﹂
と
あ
る
が
、
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

﹁
眠
た
げ
に
／
も
て
な
い
／
給
う
／
て
﹂
そ
の
も
の
は
、
﹁
眠
た
そ
う
に
振
る
ま
い
な
さ
っ
て
﹂
で
あ
る
が
、
直
前
部
、
﹁
君
／
は
／
か
の
／
御
返
し
／
の
／
い
と
／
ゆ
か
し
き

／
に
、
／
あ
や
に
く
な
る
／
人
し
げ
さ
／
を
／
わ
び
し
う
／
思
せ
／
ば
、
﹂
は
、
﹁
菊
君
は
例
の
︵
手
紙
の
︶
御
返
事
が
た
い
そ
う
見
た
い
が
、
あ
い
に
く
な
人
の
多
さ
を
つ
ら
く

お
思
い
に
な
る
の
で
﹂
と
い
う
意
味
で
、
こ
こ
が
﹁
～
の
で
﹂
と
、
傍
線
部
Ｂ

の
理
由
説
明
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
続
く
次
の
段
落
冒
頭
の
﹁
か
ら
う
じ
て
／
童
／
の
／
帰

り
／
参
り
／
た
れ
／
ば
、
／
﹃
い
か
に
／
ぞ
﹄
／
と
／
問
ひ
／
給
ふ
／
に
﹂
に
、
﹁
や
っ
と
︵
隣
へ
使
い
に
行
っ
た
︶
少
年
が
帰
っ
て
参
り
ま
し
た
の
で
、
︵
菊
君
が
︶
﹃
ど
う

だ
っ
た
か
﹄
と
お
尋
ね
に
な
る
と
﹂
と
あ
る
。

﹁
ゆ
か
し
き
﹂
は
、
﹁
～
し
た
い
・
心
ひ
か
れ
る
﹂
の
意
の
形
容
詞
﹁
ゆ
か
し
﹂
の
連
体
形
。
﹁
あ
や
に
く
な
る
﹂
は
、
﹁
あ
い
に
く
だ
・
折
が
悪
い
・
意
地
が
悪
い
﹂
な
ど
と
訳

す
形
容
動
詞
﹁
あ
や
に
く
な
り
﹂
の
連
体
形
。
﹁
人
し
げ
さ
﹂
は
、
名
詞
﹁
人
﹂
に
、
﹁
多
い
・
絶
え
間
な
い
・
茂
っ
て
い
る
﹂
な
ど
の
意
の
形
容
詞
﹁
し
げ
し
︵
繁
し
・
茂
し
︶
﹂

が
名
詞
化
し
た
﹁
し
げ
さ
﹂
が
付
い
た
語
で
、
﹁
人
の
多
さ
﹂
の
意
。
﹁
わ
び
し
う
﹂
は
、
﹁
つ
ら
い
・
苦
し
い
・
寂
し
い
・
興
ざ
め
だ
﹂
な
ど
の
意
の
形
容
詞
﹁
わ
び
し
﹂
の
連

用
形
﹁
わ
び
し
く
﹂
の
語
尾
が
ウ
音
便
化
し
た
状
態
。
﹁
思
せ
﹂
は
、
﹁
お
思
い
に
な
る
﹂
の
意
の
尊
敬
語
﹁
思
す
﹂
の
已
然
形
。
﹁
も
て
な
い
﹂
は
、
﹁
扱
う
・
振
る
舞
う
﹂
の
意

の
四
段
活
用
動
詞
﹁
も
て
な
す
﹂
の
連
用
形
﹁
も
て
な
し
﹂
の
語
尾
が
イ
音
便
化
し
た
状
態
。
﹁
童
︵
わ
ら
は
︶
﹂
は
、
一
般
に
﹁
子
供
﹂
の
こ
と
だ
が
、
﹁
召
し
使
い
で
あ
る
子

供
﹂
の
意
で
あ
る
こ
と
も
多
く
、
こ
こ
で
も
そ
の
意
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
年
齢
に
関
係
な
く
﹁
︵
身
分
の
低
い
︶
召
し
使
い
﹂
の
意
で
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

つ
ま
り
、
菊
君
は
少
年
に
命
じ
て
隣
の
家
に
持
っ
て
行
か
せ
、
少
年
が
返
事
を
も
ら
っ
て
く
る
の
を
待
っ
て
お
り
、
も
ら
っ
て
き
た
ら
す
ぐ
に
で
も
手
紙
の
返
事
を
見
た
い
の

で
あ
る
が
、
あ
ま
り
に
周
り
に
人
が
多
く
て
は
ば
か
ら
れ
た
の
で
、
人
々
を
去
ら
せ
よ
う
と
し
て
、
﹁
眠
た
げ
に
﹂
し
て
見
せ
た
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
正
解
は
2

で
あ
る
。

1

の
﹁
蔵
人
た
ち
が
そ
う
し
た
菊
君
の
行
動
を
警
戒
し
て
﹂
、
3

の
﹁
こ
っ
そ
り
蔵
人
の
屋
敷
を
抜
け
出
し
て
娘
の
も
と
に
忍
び
込
も
う
と
考
え
た
﹂
、
4

の
﹁
突
然
や
っ
て

来
た
自
分
を
接
待
す
る
た
め
に
一
所
懸
命
な
の
だ
ろ
う
と
察
し
、
早
く
解
放
し
て
あ
げ
よ
う
と
気
を
利
か
せ
て
﹂
、
5

の
﹁
慣
れ
な
い
他
人
の
家
に
い
る
こ
と
で
気
疲
れ
を
し
て

い
た
﹂
・
﹁
早
く
眠
り
に
つ
き
た
い
と
い
う
こ
と
を
伝
え
よ
う
と
し
た
﹂
は
、
い
ず
れ
も
本
文
に
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
箇
所
が
な
い
。

正
解

2

26
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問
�

和
歌
の
内
容
説
明
の
問
題

標
準

Ｘ

・
Ｙ

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

Ｘ

の
和
歌
﹁
露
／
か
か
る
／
心
／
も
／
は
か
な
／
た
そ
か
れ
／
に
／
ほ
の
見
／
し
／
宿
／
の
／
花
／
の
／
夕
顔
﹂
は
、
﹁
︵
涙
の
よ
う
な
︶
露
が
降
り
か
か
る
心
も
は
か
な
く
と

り
と
め
な
い
。
た
そ
が
れ
時
に
ほ
の
か
に
見
た
家
に
咲
く
花
で
あ
る
夕
顔
︵
の
よ
う
な
美
し
い
あ
な
た
︶
よ
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
﹁
露
﹂
は
、
﹁
命
・
人
生
﹂
な
ど
は
か
な
い

も
の
を
象
徴
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
涙
の
た
と
え
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
﹁
は
か
な
﹂
は
、
形
容
詞
﹁
は
か
な
し
﹂
の
語
幹
。
語
幹
だ
け
を
用
い
て
強
調
す
る
用
法

で
あ
る
。
﹁
た
そ
か
れ
﹂
は
、
﹁
夕
暮
れ
時
﹂
の
こ
と
。
﹁
ほ
の
見
﹂
は
、
﹁
ほ
の
か
に
見
る
・
ち
ら
っ
と
見
る
﹂
の
意
の
﹁
ほ
の
見
る
﹂
の
連
用
形
。
﹁
し
﹂
は
、
過
去
の
助
動
詞

﹁
き
﹂
の
連
体
形
。
﹁
宿
﹂
は
、
﹁
家
﹂
の
こ
と
で
あ
る
。

菊
君
が
﹁
た
そ
か
れ
に
ほ
の
見
﹂
た
の
は
実
際
に
は
若
い
尼
で
あ
る
か
ら
、
﹁
夕
顔
﹂
の
花
は
若
い
尼
の
た
と
え
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
﹁
露
か
か
る

心
﹂
は
、
は
か
な
く
感
じ
ら
れ
る
恋
心
を
抱
い
て
涙
が
ち
で
あ
る
菊
君
の
心
を
言
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

よ
っ
て
、
Ｘ

の
和
歌
に
関
す
る
説
明
で
は
大
き
な
誤
り
が
あ
る
選
択
肢
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

Ｙ

の
和
歌
﹁
世
／
を
／
そ
む
く
／
葎
／
の
／
宿
／
の
／
あ
や
し
き
／
に
／
見
／
し
／
や
／
い
か
な
る
／
花
／
の
／
夕
顔
﹂
は
、
﹁
︵
我
が
家
は
︶
俗
世
を
捨
て
て
︵
出
家
し
た
者

が
住
ん
で
︶
い
る
葎
の
生
い
茂
っ
た
家
で
粗
末
な
家
で
あ
る
の
に
ど
の
よ
う
な
夕
顔
の
花
を
見
た
と
い
う
の
で
す
か
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
﹁
世
を
そ
む
く
︵
世
を
背
く
︶
﹂
は
、

﹁
俗
世
を
捨
て
て
出
家
す
る
﹂
の
意
。
﹁
世
を
捨
つ
・
世
を
逃
る
・
世
を
厭
う
︵
い
と
う
︶
・
世
を
出
づ
﹂
な
ど
も
同
意
で
あ
る
の
で
覚
え
て
お
き
た
い
。
﹁
葎
︵
む
ぐ
ら
︶
﹂
は
、

︵
注
︶
に
あ
る
と
お
り
、
つ
る
草
の
一
種
で
、
隣
家
が
つ
る
草
が
生
い
茂
る
よ
う
な
質
素
な
住
ま
い
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
﹁
あ
や
し
き
﹂
は
、
問
�
(
で
も
見
た
よ
う
に
、

物
に
対
し
て
使
う
時
に
は
﹁
み
す
ぼ
ら
し
い
・
粗
末
だ
﹂
人
物
に
対
し
て
使
う
時
に
は
﹁
身
分
が
低
い
・
卑
し
い
﹂
、
気
分
や
様
子
に
対
し
て
使
う
時
に
は
﹁
不
思
議
だ
﹂
と
訳

す
形
容
詞
﹁
あ
や
し
﹂
の
連
体
形
だ
が
、
こ
こ
は
﹁
宿
﹂
︵
家
︶
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
﹁
み
す
ぼ
ら
し
い
・
粗
末
だ
﹂
の
意
。
﹁
し
﹂
は
、
過
去
の
助
動
詞

﹁
き
﹂
の
連
体
形
。
﹁
や
﹂
は
、
疑
問
の
係
助
詞
で
あ
る
。
﹁
見
し
や
い
か
な
る
花
の
夕
顔
﹂
は
、
﹁
見
た
か
ど
ん
な
花
の
夕
顔
を
﹂
と
直
訳
さ
れ
る
箇
所
で
あ
る
が
、
目
的
語
と
述

語
の
倒
置
を
戻
す
と
﹁
ど
ん
な
夕
顔
の
花
を
見
た
の
か
﹂
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
要
は
、
﹁
粗
末
な
家
な
の
に
あ
な
た
は
ど
ん
な
夕
顔
の
花
を
見
た
の
か
、
そ
ん
な
華
や

か
な
花
は
ど
こ
に
も
な
い
﹂
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
﹁
夕
顔
﹂
が
若
い
尼
の
た
と
え
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
﹁
あ
な
た
が
見
た
と
い
う
女
性
な
ど
こ
こ
に
は
い
な
い
﹂
と

言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

よ
っ
て
、
Ｙ

の
和
歌
に
関
す
る
説
明
が
正
し
い
の
は
4

で
あ
る
。
4

以
外
の
選
択
肢
の
Ｙ

の
和
歌
に
関
す
る
説
明
は
和
歌
の
表
現
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
見
る
と
合
致
し
な
い

も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
5

の
﹁
い
っ
た
い
誰
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
﹂
は
誤
り
で
は
な
い
が
、
5

は
﹁
こ
の
家
に
は
若
い
女
性
は
何
人
か
い
る
﹂
が
和
歌
の
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内
容
に
合
致
し
な
い
。

以
上
か
ら
、
正
解
は
4

で
あ
る
。

正
解

4

27

問
�

登
場
人
物
に
関
す
る
説
明
問
題

標
準

こ
の
文
章
の
登
場
人
物
に
関
す
る
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

﹁
登
場
人
物
に
関
す
る
説
明
﹂
と
い
う
設
問
は
新
形
式
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
例
年
の
問
�
同
様
、
本
文
全
体
を
見
渡
す
合
致
問
題
で
あ
る
。

正
解
で
あ
る
1

は
、
傍
線
部
Ａ

の
直
後
﹁
人
な
き
ひ
ま
に
御
前
に
さ
ぶ
ら
ふ
童
に
問
ひ
給
ふ
﹂
か
ら
、
Ｘ

の
和
歌
の
次
の
行
に
あ
る
﹁
童
は
心
も
得
ず
、
あ
る
や
う
あ
ら
む

と
思
ひ
て
、
懐
に
入
れ
て
行
き
ぬ
﹂
に
相
当
し
て
い
て
誤
り
が
な
い
。
選
択
肢
の
﹁
き
ょ
う
だ
い
﹂
は
本
文
中
の
﹁
は
ら
か
ら
﹂
︵

ペ
ー
ジ

行
目
︶
、
﹁
気
位
が
高
い
﹂
は

30

13

﹁
思
ひ
上
が
り
た
る
﹂
︵
同

行
目
︶
、
﹁
真
意
を
は
か
り
か
ね
た
﹂
は
﹁
心
も
得
ず
﹂
︵

ペ
ー
ジ
-
行
目
︶
、
﹁
何
か
わ
け
﹂
は
﹁
あ
る
や
う
﹂
︵
同
-
行
目
︶
に
相
当
す
る
。

16

31

2

は
、
後
半
の
﹁
出
家
し
た
女
性
を
恋
い
慕
う
こ
と
に
対
し
て
罪
の
意
識
を
強
く
感
じ
た
～
そ
れ
も
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
﹂
が
本
文
に
な
い
。

3

は
、
﹁
連
絡
も
な
く
や
っ
て
来
た
こ
と
に
は
不
満
を
感
じ
て
い
た
﹂
と
﹁
食
事
に
手
も
付
け
な
い
菊
君
の
態
度
を
目
に
し
て
ま
す
ま
す
不
快
に
思
っ
た
～
菊
君
を
あ
わ
れ
だ

と
思
っ
た
﹂
が
本
文
に
な
い
。

ペ
ー
ジ

行
目
で
召
し
使
い
の
少
年
が
﹁
君
の
か
く
に
は
か
に
渡
ら
せ
給
ひ
た
る
、
折
悪
し
と
て
、
主
は
い
み
じ
う
む
つ
か
り
侍
る
﹂
と
言
っ

30

14

て
い
る
が
、
こ
れ
は
﹁
菊
君
様
が
こ
の
よ
う
に
急
に
お
い
で
に
な
っ
た
時
に
、
︵
老
尼
親
子
が
や
っ
て
来
て
い
る
こ
と
は
︶
折
の
悪
い
こ
と
だ
と
、
主
は
た
い
そ
う
わ
ず
ら
わ
し

い
こ
と
に
思
っ
て
お
り
ま
す
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
蔵
人
が
菊
君
の
訪
問
を
不
快
に
思
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
蔵
人
は
菊
君
の
訪
問
を
ひ
た
す
ら
﹁
か
た
じ
け
な

き
御
座
︵
畏
れ
多
い
お
出
ま
し
︶
﹂
︵

ペ
ー
ジ
+
行
目
︶
と
思
い
、
従
者
た
ち
と
と
も
に
懸
命
に
菊
君
を
も
て
な
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

30

4

は
、
最
後
の
﹁
菊
君
に
娘
の
姿
を
見
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
蔵
人
に
間
の
悪
さ
を
責
め
ら
れ
た
﹂
が
誤
り
。
本
文
に
は
、
3

で
も
見
た
と
お
り
﹁
君
の
か
く
に
は
か
に

渡
ら
せ
給
ひ
た
る
、
折
悪
し
と
て
、
主
は
い
み
じ
う
む
つ
か
り
侍
る
﹂
︵

ペ
ー
ジ

行
目
︶
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
娘
を
見
ら
れ
た
後
に
、
蔵
人
が
老
尼
を
責
め
た
と
は
書
か

30

14

れ
て
い
な
い
。

5

は
、
ま
ず
﹁
落
ち
ぶ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
﹂
が
本
文
に
な
い
。
ま
た
、
﹁
蔵
人
の
屋
敷
で
﹂
は
本
文
と
合
致
し
な
い
。
老
尼
と
娘
が
い
る
の
は
蔵
人
の
家
の
隣
の
家
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
﹁
老
尼
の
娘
﹂
が
﹁
歌
を
贈
ら
れ
た
こ
と
で
心
を
乱
し
、
眠
れ
な
く
な
っ
た
﹂
も
誤
り
。
菊
君
の
Ｘ

の
和
歌
を
見
た
老
尼
が
Ｙ

の
和
歌
で
﹁
こ
こ
に
は
あ
な
た
の
思
う
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女
性
は
い
な
い
﹂
と
返
歌
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
菊
君
の
歌
は
娘
に
は
届
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
﹁
寝
ら
れ
給
は
ず
﹂
︵

ペ
ー
ジ

～

行
目
︶
と
は
あ
る
が
、
こ
の

31

12

13

主
体
は
菊
君
で
あ
っ
て
老
尼
の
娘
で
は
な
い
。

正
解

1

28
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第
�
問

漢
文

新あ
ら

井い

白は
く

石せ
き

﹃
白は

く

石せ
き

先せ
ん

生せ
い

遺い

文ぶ
ん

﹄

﹇
書
き
下
し
文
﹈

雷ら
い

霆て
い

を

百
ひ
や
く

里り

の
外そ

と

に
聴き

け
ば
、
盆ぼ

ん

を
鼓こ

す
る
が
ご
と
く
、
江か

う

河が

を
千せ

ん

里り

の
間か

ん

に
望の

ぞ

め
ば
、
帯お

び

を
縈ま

と

ふ
が
ご
と
き
は
、
其そ

の
相あ

ひ
去さ

る
の
遠と

ほ

き
を
以も

つ

て
な
り
。
故ゆ

ゑ

に
千せ

ん

載ざ
い

の
下も

と

に
居を

り
て
之こ

れ

を
千せ

ん

載ざ
い

の
上う

へ

に
求も

と

む
る
に
、
相あ

ひ
去さ

る
の
遠と

ほ

き
を
以も

つ

て
其そ

の
変へ

ん

有あ

る
を
知し

ら
ざ
れ
ば
、

則
す
な
は

ち
猶な

ほ
舟ふ

ね

に
刻き

ざ

み
て
剣け

ん

を
求も

と

む
る
が
ご
と
し
。
今い

ま

の
求も

と

む
る

所
と
こ
ろ

は
、
往わ

う

者し
や

の

失
う
し
な

ふ

所
と
こ
ろ

に
非あ

ら

ざ
る
も
、
其そ

の
刻き

ざ

み
し
は
此こ

こ

に
在あ

り
、
是こ

れ
従よ

り
て
堕お

つ
る

所
と
こ
ろ

な
り
と
謂お

も

へ
り
。
豈あ

に
惑ま

ど

ひ
な
ら
ず
や
。

今い
ま

夫そ

れ
江え

戸ど

は
、
世よ

の

称
し
よ
う

す
る

所
と
こ
ろ

の
名め

い

都と

大だ
い

邑い
ふ

、

冠
く
わ
ん

蓋が
い

の
集あ

つ

ま
る

所
と
こ
ろ

、
舟し

う

車し
や

の
湊あ

つ

ま
る

所
と
こ
ろ

に
し
て
、
実じ

つ

に
天て

ん

下か

の
大だ

い

都と

会
く
わ
い

た
る
な
り
。
而し

か

れ
ど
も
其そ

の
地ち

の
名な

た
る
、
之こ

れ

を

古
い
に
し
へ

に
訪た

づ

ぬ
る
も
、
未い

ま

だ
之こ

れ

を
聞き

か
ず
。
豈あ

に
古こ

今こ
ん

相あ

ひ
去さ

る
こ
と
日ひ

び

に
遠と

ほ

く
、
事じ

物ぶ
つ

の
変へ

ん

も
亦ま

た
其そ

の
間か

ん

に
在あ

る
に
非あ

ら

ず
や
。
蓋け

だ

し
知し

る
、
後の

ち

の
今い

ま

に
於お

け
る
も
、
世よ

の
相あ

ひ
去さ

る

こ
と

¤
い
よ
い
よ

遠と
ほ

く
、
事こ

と

の
相あ

ひ
変へ

ん

ず
る
こ
と

¤
い
よ
い
よ

多お
ほ

く
、
其そ

の
聞き

か
ん
と
欲ほ

つ

す
る

所
と
こ
ろ

を
求も

と

む
る
も
得う

べ
か
ら
ざ
る
こ
と
、
亦ま

た
猶な

ほ
今い

ま

の

古
い
に
し
へ

に
於お

け
る
が
ご
と
き
を
。

吾わ
れ

窃
ひ
そ
か

に
焉こ

れ

に
感か

ん

ず
る
有あ

り
。
﹃
遺ゐ

聞ぶ
ん

﹄
の
書し

よ

、
由よ

り
て
作つ

く

る

所
と
こ
ろ

な
り
。

﹇
通

釈
﹈

雷
鳴
も
百
里
も
離
れ
た
と
こ
ろ
で
聞
く
と
、
盆
を
叩
い
て
い
る
く
ら
い
︵
の
小
さ
な
音
︶
に
聞
こ
え
、
︵
長
江
や
黄
河
の
よ
う
な
︶
大
き
な
川
も
千
里
も
隔
て
た
と
こ
ろ
で
眺
め
る

と
、
身
に
ま
と
っ
て
い
る
帯
く
ら
い
︵
の
長
さ
や
幅
︶
に
見
え
る
の
は
、
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
見
聞
き
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
︵
そ
れ
は
距
離
だ
け
で
な
く
時
間
に

つ
い
て
も
同
様
で
︶
、
現
在
の
時
点
か
ら
遠
い
過
去
の
こ
と
を
知
ろ
う
と
し
て
も
、
長
い
時
間
が
た
っ
て
い
る
た
め
に
︵
そ
の
間
に
事
物
が
︶
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
と
、

あ
た
か
も
﹁
舟
に
刻
み
て
剣
を
求
む
﹂
︵
と
い
う
故
事
︶
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。
今
︵
剣
を
︶
探
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
︵
舟
は
す
で
に
動
い
て
い
る
の
だ
か
ら
︶
先
刻
︵
剣
を
︶
な

く
し
た
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
に
、
舟
べ
り
に
刻
ん
だ
目め

印
し
る
し

は
こ
こ
な
の
だ
か
ら
、
こ
こ
が
︵
剣
が
︶
落
ち
た
と
こ
ろ
だ
と
思
っ
て
い
る
。
︵
そ
れ
と
同
じ
で
、
現
在
か
ら
過
去
を
知
ろ

う
と
し
て
も
、
長
い
時
間
の
隔
た
り
の
中
で
、
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
に
気
づ
か
な
い
の
は
︶
な
ん
と
愚
か
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

今
、
そ
も
そ
も
江
戸
は
、
世
に
称た

た

え
る
と
こ
ろ
の
有
名
な
大
き
な
都
市
で
、
身
分
の
高
い
人
々
が
集
ま
る
と
こ
ろ
で
、
水
陸
の
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
て
、
ま
こ
と
に
天
下
の
大
都
会

で
あ
る
。
し
か
し
、
︵
今
は
こ
れ
だ
け
の
大
都
市
も
︶
そ
の
︵
江
戸
と
い
う
︶
土
地
の
名
を
、
古
い
記
録
や
書
物
の
中
に
探
し
て
も
、
見
つ
か
ら
な
い
。
︵
つ
ま
り
、
江
戸
は
昔
か
ら
繁

華
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
︶
な
ん
と
昔
か
ら
今
に
至
る
ま
で
に
長
い
時
間
が
流
れ
、
そ
の
間
に
ま
た
事
物
も
︵
大
き
く
︶
変
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な

か
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
る
と
、
未
来
と
現
在
に
つ
い
て
も
︵
同
じ
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
ら
︶
、
時
間
は
い
っ
そ
う
遠
く
隔
た
り
、
︵
そ
の
間
の
︶
事
物
の
変
化
も
い
っ
そ
う
多
く

な
っ
て
、
︵
未
来
か
ら
ふ
り
返
っ
て
現
在
の
こ
と
を
︶
知
り
た
い
と
思
う
こ
と
を
さ
ぐ
っ
て
も
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
ち
ょ
う
ど
現
在
と
過
去
︵
つ
ま
り
、
今
、

昔
の
こ
と
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
の
︶
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。
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私
は
内
心
こ
の
こ
と
に
感
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
︵
後
世
の
人
々
の
た
め
に
、
今
の
江
戸
の
姿
を
記
し
と
ど
め
て
お
き
た
い
と
思
い
︶
こ
の
﹃
江
関
遺
聞
﹄
の
書
を
作
っ
た
の
で

あ
る
。

﹇
解

説
﹈

問
�

語
の
読
み
の
問
題

&

基
礎

'

基
礎

波
線
部
&
﹁
蓋
﹂
、
'
﹁
¤
﹂
の
こ
こ
で
の
読
み
方
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。

読
み
の
問
題
は
、
二
〇
一
五
年
度
に
、
﹁
将
﹂
と
同
じ
読
み
方
を
す
る
﹁
且
﹂
、
﹁
自
﹂
と
同
じ
読
み
方
を
す
る
﹁
従
﹂
を
選
ぶ
と
い
う
形
で
出
て
い
る
が
、
二
カ
所
の
読
み
方

を
そ
れ
ぞ
れ
の
選
択
肢
か
ら
選
ぶ
と
い
う
形
は
、
二
〇
〇
八
年
度
以
来
、
久
し
ぶ
り
の
出
題
で
あ
る
。

&
﹁
蓋
﹂
は
、
﹁
け
だ
し
﹂
で
、
﹁
思
う
に
～
。
考
え
る
に
～
﹂
の
意
で
あ
る
。
1

の
﹁
盍
﹂
︵
再
読
文
字
﹁
な
ん
ぞ
…
ざ
る
﹂
︶
と
間
違
い
や
す
い
の
で
注
意
し
た
い
。

1

﹁
な
ん
ぞ
﹂
は
、
﹁
盍
﹂
も
そ
う
で
あ
る
が
、
ふ
つ
う
に
疑
問
詞
な
ら
ば
、
﹁
何
・
胡
・
曷
・
庸
・
奚
﹂
な
ど
。

2

﹁
は
た
し
て
﹂
は
、
﹁
果
﹂
。

3

﹁
ま
さ
に
﹂
は
、
﹁
方
・
正
・
適
﹂
。
あ
る
い
は
、
再
読
文
字
﹁
将
・
且
・
当
・
応
﹂
の
一
度
め
の
読
み
。

4

﹁
す
な
は
ち
﹂
は
、
﹁
則
・
乃
・
即
・
便
・
輒
﹂
。
例
は
少
な
い
が
﹁
曾
・
而
・
載
・
逎
・
就
﹂
な
ど
も
﹁
す
な
は
ち
﹂
と
読
む
こ
と
が
あ
る
。

'
﹁
þ
﹂
は
、
﹁
い
よ
い
よ
﹂
で
、
﹁
い
っ
そ
う
。
ま
す
ま
す
﹂
の
意
。
﹁
逾
・
兪
・
弥
﹂
も
同
じ
で
あ
る
。

1

﹁
し
ば
し
ば
﹂
は
、
﹁
数
・
屢
﹂
。
﹁
い
よ
い
よ
﹂
や
﹁
し
ば
し
ば
﹂
の
よ
う
な
読
み
方
を
す
る
語
を
﹁

畳
じ
よ
う

語ご

﹂
と
い
い
、
﹁
お
の
お
の
︵
各
︶
﹂
﹁
ま
す
ま
す
︵
益
︶
﹂
も
そ

う
で
あ
る
が
、
﹁
た
ま
た
ま
︵
偶
・
会
・
適
︶
﹂
﹁
そ
も
そ
も
︵
抑
︶
﹂
﹁
こ
も
ご
も
︵
交
・
更
︶
﹂
な
ど
は
覚
え
て
お
き
た
い
。

3

﹁
か
へ
つ
て
﹂
は
、
﹁
却
・
反
﹂
。

4

﹁
は
な
は
だ
﹂
は
、
﹁
甚
・
苦
・
太
・
已
・
孔
﹂
。

5

﹁
す
こ
ぶ
る
﹂
は
、
﹁
頗
﹂
。

正
解

&

5

'

2

29

30
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問
�

語
句
の
意
味
の
問
題

⑴

標
準

⑵

標
準

傍
線
部
⑴
﹁
千

載

之

上
﹂
・
⑵
﹁
舟

車

之

所
㆑

湊
﹂
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
。

⑴
﹁
千

載

之

上
﹂
は
、
﹁
千
載
﹂
が
﹁
遠
い
年
月
﹂
の
こ
と
を
表
す
語
で
あ
る
と
い
う
知
識
が
あ
れ
ば
、
2

の
﹁
遠
い
過
去
﹂
か
、
5

の
﹁
は
る
か
な
未
来
﹂
、
つ
ま
り
、

時
間
を
表
し
て
い
る
選
択
肢
に
絞
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
な
く
て
も
、
1

﹁
地
位
﹂
、
3

﹁
積
み
荷
﹂
、
4

﹁
書
籍
﹂
の
よ
う
な
語
で
な
い
こ
と
は
、
文
脈
上
わ
か
る
で
あ

ろ
う
。

﹁
千)

載)

の)

下)

に
居
り
て
、
之
を
千)

載)

の)

上)

に
求
む
る
に
﹂
と
い
う
対
比
が
あ
る
。
﹁
上
・
下
﹂
が
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
で
あ
る
が
、
﹁
下
に
居)

り)

て)

﹂
と
言
う
以
上
、
﹁
千
載
の

下)

﹂
は
、
遠
い
年
月
が
上
か
ら
下
へ
流
れ
つ
い
て
、
今
﹁
い
る
﹂
所
、
つ
ま
り
﹁
現
在
﹂
を
言
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
﹁
千
載
の
上)

﹂
は
、
遠
い
年
月
を
さ
か
の

ぼ
っ
た
﹁
過
去
﹂
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
の
﹁
舟
に
刻
み
て
剣
を
求
む
﹂
の
故
事
が
、
﹁
往
者
︵
過
去
︶
﹂
に
落
と
し
た
剣
を
、
す
で
に
舟
が
進
ん
で
し
ま
っ
た
﹁
今
﹂
求
め

て
い
る
と
い
う
話
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
﹁
現
在
﹂
の
時
点
か
ら
﹁
過
去
﹂
の
こ
と
を
…
…
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑵
﹁
舟

車

之

所
㆑

湊
﹂
も
、
﹁
舟
車
﹂
が
﹁
水
陸
の
交
通
機
関
﹂
で
あ
る
と
い
う
知
識
が
あ
れ
ば
、
あ
る
い
は
類
推
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
が
﹁
湊あ

つ

ま
る
所
﹂
な
の
で
あ
る
か

ら
、
3

の
﹁
水
陸
の
交
通
の
要よ

う

衝
し
よ
う

﹂
に
た
ど
り
つ
け
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
も
、
1

﹁
軍
勢
﹂
、
2

﹁
港
﹂
︵
﹁
湊
﹂
は
﹁
み
な
と
﹂
と
も
読
む
が
、
こ
こ
で
は
動
詞
﹁
あ
つ
ま
る
﹂
で
あ
る
︶
、
4

﹁
事
故
﹂
﹁
難
所
﹂
、
5

﹁
居
住
区
﹂
な
ど
を
不
適

切
な
選
択
肢
と
し
て
消
去
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。

正
解

⑴

2

⑵

3

31

32

問
�

傍
線
部
の
内
容
説
明
の
問
題

標
準

傍
線
部
Ａ

﹇
聴
㆓

雷

霆

於

百

里

之

外
㆒

者
、
如
㆑

鼓
㆑

盆
、
望
㆓

江

河

於

千

里

之

間
㆒

者
、
如
㆑

縈
㆑

帯
、
以
㆓

其

相

去

之

遠
㆒

也
﹂
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
い

う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
べ
。

内
容
説
明
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
は
、
傍
線
部
そ
の
も
の
の
解
釈
が
で
き
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

﹁
雷ら

い

霆て
い

を
百
里
の
外
に
聴
け
ば
、
盆ぼ

ん

を
鼓こ

す
る
が
ご
と
く
﹂

雷
鳴
︵
注
�
︶
の
よ
う
に
大
き
く
と
ど
ろ
く
よ
う
な
音
で
も
、
百
里
も
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
で
聞
く
と
、
盆
︵
注
�
…
酒
な
ど
を
入
れ
る
容
器
…
円
形
で
浅
い
瓦
器
…
日
本
で
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言
う
﹁
お
ぼ
ん
﹂
と
は
違
う
が
、
似
た
よ
う
な
も
の
を
想
像
し
て
も
可
︶
を
叩
い
た
く
ら
い
の
小
さ
な
音
に
聞
こ
え
る
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

﹁
江か

う

河が

を
千
里
の
間か

ん

に
望
め
ば
、
帯
を
縈ま

と

ふ
が
ご
と
き
は
﹂

﹁
雷
霆
﹂
の
聴
覚
に
対
し
て
、
こ
こ
は
視
覚
で
あ
る
が
、
言
い
た
い
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
。
﹁
江
河
﹂
は
、
中
国
の

長
ち
よ
う

江こ
う

と
黄こ

う

河が

の
こ
と
を
言
う
が
、
こ
こ
で
は
﹁
大
河
︵
大

き
な
川
︶
﹂
の
こ
と
。
大
き
な
川
も
、
千
里
も
隔
て
た
と
こ
ろ
で
眺
め
る
と
、
身
に
ま
と
う
帯
く
ら
い
の
長
さ
や
幅
に
見
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

﹁
其そ

の
相あ

ひ
去
る
の
遠
き
を
以も

つ

て
な
り
﹂

そ
の
隔
た
っ
て
い
る
距
離
が
遠
い
、
つ
ま
り
、
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
見
た
り
聞
い
た
り
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
、
と
。

こ
の
内
容
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
の
は
、
2

で
あ
る
。

1

は
、
﹁
聴
覚
と
視
覚
と
は
別
の
感
覚
﹂
な
の
で
違
い
が
あ
り
、
一
方
は
﹁
百
里
﹂
、
一
方
は
﹁
千
里
﹂
離
れ
て
﹁
小
さ
く
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
﹂
と
し
て
い
る
点
が
間

違
い
。
﹁
百
里
﹂
﹁
千
里
﹂
は
い
ず
れ
も
﹁
遠
い
距
離
﹂
を
言
っ
て
い
る
だ
け
で
、
十
倍
の
距
離
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

3

は
、
﹁
百
里
﹂
と
﹁
千
里
﹂
の
離
れ
具
合
で
、
﹁
ど
の
く
ら
い
小
さ
く
感
じ
る
か
の
程)

度)

が
違
っ
て
く
る
﹂
と
し
て
い
る
点
が
間
違
い
で
あ
る
。

4

は
、
﹁
…
お
か
げ
で
﹂
﹁
危
険
な
も
の
も
﹂
﹁
怖
く
な
く
な
る
﹂
が
間
違
っ
て
い
る
。

5

は
、
﹁
空
の
高
さ
と
陸
の
広
さ
と
は
違
う
の
で
﹂
﹁
﹃
江
河
﹄
は
﹃
千
里
﹄
で
も
ま
だ
少
し
は
見
え
る
﹂
が
間
違
っ
て
い
る
。

正
解

2

33

問
�

故
事
を
ふ
ま
え
た
、
傍
線
部
の
理
由
説
明
の
問
題

応
用

傍
線
部
Ｂ

﹁
豈

不
㆑

惑

乎
﹂
と
あ
る
が
、
筆
者
が
そ
の
よ
う
に
述
べ
る
理
由
は
何
か
。
﹁
刻
㆑

舟

求
㆑

剣
﹂
の
故
事
に
即
し
た
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
べ
。

﹁
豈あ

に
惑ま

ど

ひ
な
ら
ず
や
﹂
は
、
﹁
な
ん
と
愚
か
な
こ
と
で
は
な
い
か
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
﹁
豈
不
…
乎
︵
あ
に
…
ず
や
︶
﹂
は
﹁
な
ん
と
…
で
は
な
い
か
﹂
と
い
う
詠
嘆
の
形
。

設
問
に
﹁
﹃
刻
㆑

舟

求
㆑

剣
﹄
の
故
事
に
即
し
た
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
﹂
と
あ
り
、
選
択
肢
も
、
﹁
舟
に
刻
み
て
剣
を
求
む
﹂
の
故
事
に
う
か
が
え
る
﹁
愚
か
さ
﹂

の
理
由
説
明
に
な
っ
て
い
る
。

﹁
舟
に
刻
み
て
剣
を
求
む
﹂
に
つ
い
て
は
、
注
�
に
、
﹁
船
で
川
を
渡
る
途
中
、
水
中
に
剣
を
落
と
し
た
人
が
、
す
ぐ
船
べ
り
に
傷
を
つ
け
、
船
が
停
泊
し
て
か
ら
そ
れ
を
目
印

に
剣
を
探
し
た
故
事
﹂
と
、
詳
し
い
説
明
が
あ
る
。

し
か
も
、
本
文
中
に
も
、
傍
線
部
Ｂ

の
直
前
で
、
﹁
今
の
求
む
る
所
は
、
往わ

う

者し
や

失
ふ
所
に
非あ

ら

ざ
る
も
、
其そ

の
刻き

ざ

み
し
は
此こ

こ

に
在
り
、
是こ

れ
従よ

り
て
堕お

つ
る
所
な
り
と
謂お

も

へ
り
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︵
＝
今
自
分
が
剣
を
探
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
過
去
に
剣
を
な
く
し
た
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
に
、
目
印
を
つ
け
た
の
は
こ
こ
な
の
だ
か
ら
、
こ
こ
が
剣
が
落
ち
た
と
こ
ろ
だ
と

思
っ
て
い
る
︶
﹂
と
あ
り
、
そ
れ
が
﹁
愚
か
﹂
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
説
明
で
き
て
い
る
の
は
4

で
あ
る
。

1

は
、
﹁
剣
は
水
中
で
ど
ん
ど
ん
çさ

び
て
い
く
の
に
﹂
が
間
違
い
。

2

は
判
断
が
難
し
い
が
、
﹁
ど
れ
く
ら
い
の
距
離
を
移
動
し
た
か
を
調
べ
も
せ
ず
に
﹂
が
余
計
で
あ
る
。

3

は
、
全
文
間
違
い
で
あ
る
。
﹁
目
印
の
つ
け
方
﹂
の
問
題
で
は
な
い
し
、
そ
れ
を
﹁
議
論
﹂
し
て
も
い
な
い
。

5

は
、
﹁
そ
れ
に
応
じ
て
新
し
い
目
印
を
つ
け
る
べ
き
﹂
﹁
怠
け
て
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
﹂
が
間
違
い
で
あ
る
。

正
解

4

34

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
Ｃ

﹁
其

地

之

為

名
、
訪

之

於

古
、
未

之

聞
﹂
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
。

こ
の
形
の
問
題
は
、
セ
ン
タ
ー
漢
文
で
は
よ
く
出
る
の
で
あ
る
が
、
返
り
点
の
付
け
方
の
判
断
は
関
係
な
い
、
あ
く
ま
で
読
み
方
︵
書
き
下
し
文
︶
の
問
題
で
あ
る
。
句
法
上

の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
っ
て
、
そ
の
読
み
方
の
正
否
で
絞
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
が
、
絞
り
き
れ
な
い
場
合
は
、
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
に
な
る
。

﹁
其

地

之

為

名
﹂
の
部
分
に
は
、
�
対
�
対
�
の
配
分
が
あ
る
。

1

・
3

は
﹁
其
の
地
の
名
を
為な

す
に
﹂
︵
そ
の
土
地
が
名
を
な
す
に
あ
た
っ
て
︶

2

・
5

は
﹁
其
の
地
の
名
為た

る
﹂
︵
そ
の
土
地
の
名
で
あ
る
も
の
を
︶

4

は
﹁
其
の
地
の
名
の
為た

め

に
﹂
︵
そ
の
土
地
の
名
の
た
め
に
︶

選
択
肢
の
冒
頭
部
の
配
分
が
,
対
,
対
+
で
、
+
︵
こ
の
場
合
は
4

︶
が
正
解
と
な
る
可
能
性
は
小
さ
い
。

﹁
訪

之

於

古
﹂
の
部
分
に
も
、
�
対
�
対
�
の
配
分
が
あ
る
。

1

は
﹁
之
を
訪
ぬ
る
に

古
い
に
し
へ

に
於お

い
て
す
る
は
﹂
︵
こ
れ
を
探
す
の
に
昔
に
お
い
て
す
る
の
は
︶

2

・
5

は
﹁
之
を
古
に
訪
ぬ
る
も
﹂
︵
こ
れ
を
昔
に
探
し
て
も
︶

3

・
4

は
﹁
之ゆ

き
て
古
に
於
い
て
訪
ぬ
る
も
﹂
︵
行
っ
て
昔
に
お
い
て
探
し
て
も
︶
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昔
に
﹁
之ゆ

﹂
く
こ
と
は
当
然
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
﹁
之
﹂
を
﹁
ゆ
く
﹂
と
読
ん
で
い
る
3

・
4

は
疑
問
が
あ
る
。
2

・
5

は
、
こ
こ
ま
で
は
同
じ
に
な
っ
て
い
る
。

﹁
そ
の
土
地
の
名
で
あ
る
も
の
︵
＝
江
戸
と
い
う
名
︶
を
、
昔
︵
の
記
録
や
書
物
な
ど
︶
に
探
し
て
も
﹂
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
な
っ
て
、
こ
こ
ま
で
の
意
味
と
し
て
は
、
2

・

5

で
よ
い
よ
う
に
見
え
る
。

﹁
未

之

聞
﹂
に
も
、
�
対
�
対
�
の
配
分
が
あ
る
。

1

は
﹁
未
だ
之ゆ

く
を
聞
か
ず
﹂
︵
ま
だ
行
く
の
を
聞
い
た
こ
と
が
な
い
︶

2

・
4

は
﹁
未
だ
之
を
聞
か
ず
﹂
︵
ま
だ
こ
れ
を
聞
い
た
こ
と
が
な
い
︶

3

・
5

は
﹁
未
だ
之
か
ざ
る
を
聞
く
﹂
︵
ま
だ
行
か
な
い
の
を
聞
く
︶

3

・
5

の
よ
う
な
読
み
方
を
す
る
に
は
、
﹁
聞
㆑

未
㆑

之
﹂
の
語
順
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
こ
こ
も
、
1

・
3

・
5

の
よ
う
に
﹁
之
﹂
を
﹁
ゆ
く
﹂
と
読
ん
で
は
、
文
脈
に
あ

て
は
ま
ら
な
い
。
こ
の
三
つ
め
の
部
分
は
、
明
ら
か
に
、
2

・
4

の
読
み
方
が
適
当
と
い
え
る
。
こ
の
部
分
か
ら
先
に
絞
っ
て
ゆ
く
と
、
正
解
に
た
ど
り
つ
く
の
も
早
い
。

﹁
江
戸
﹂
と
い
う
名
は
、
昔
の
記
録
︵
書
物
︶
に
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

正
解

2

35

問
�

傍
線
部
の
理
由
説
明
の
問
題

応
用

傍
線
部
Ｄ

﹁
﹃
遺

聞
﹄
之

書
、
所
㆓

由

作
㆒

也
﹂
と
あ
る
が
、
﹃
江
関
遺
聞
﹄
が
書
か
れ
た
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
べ
。

傍
線
部
Ｄ

の
直
前
に
あ
る
、
﹁
吾
窃ひ

そ

か
に
焉こ

れ

に
感
ず
る
有
り
﹂
の
﹁
焉
﹂
に
着
眼
し
た
い
。
﹁
私
は
内
心
こ)

の)

こ)

と)

に
感
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
﹂
こ
の
﹃
江
関
遺
聞
﹄
を
書
い

た
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

﹁
焉
﹂
の
内
容
は
、
前
段
落
の
末
尾
に
あ
る
。

﹁
蓋け

だ

し
知
る
、
後
の
今
に
於お

け
る
も
、
世
の
相あ

ひ
去
る
こ
と

þ
い
よ
い
よ

遠
く
、
事
の
相
ひ
変
ず
る
こ
と

þ
い
よ
い
よ

多
く
、
其
の
聞
か
ん
と
欲
す
る
所
を
求
む
る
も
得
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
、

亦ま

た
猶な

ほ
今
の

古
い
に
し
へ

に
於
け
る
が
ご
と
き
を
﹂
。

第
一
段
落
で
も
、
現
在
の
時
点
で
遠
い
過
去
の
こ
と
を
知
ろ
う
と
し
て
も
、
長
い
時
間
が
流
れ
、
事
物
は
そ
の
間
に
変
化
し
て
、
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
ゆ
く
、
と
い
う
こ
と
が

述
べ
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
第
二
段
落
で
は
、
現
在
こ
れ
ほ
ど
に
繁
華
な
大
都
会
に
な
っ
て
い
る
江
戸
も
、
過
去
に
は
ど
う
だ
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
現
在
か

ら
見
て
過
去
の
こ
と
が
さ
ほ
ど
に
あ
い
ま
い
な
の
だ
と
す
る
と
、
現
在
が
過
去
に
な
る
﹁
未
来
﹂
か
ら
見
た
ら
、
や
は
り
現
在
の
こ
と
な
ど
遠
く
あ
い
ま
い
な
も
の
に
な
る
の
で
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あ
ろ
う
。

﹁
そ
う
考
え
る
と
、
未
来
と
現
在
に
つ
い
て
も
、
時
間
は
い
っ
そ
う
遠
く
隔
た
り
、
そ
の
間
の
事
物
の
変
化
も
い
っ
そ
う
多
く
な
っ
て
、
︵
未
来
か
ら
見
て
現
在
の
こ
と
を
︶
知

り
た
い
と
思
う
こ
と
を
さ
ぐ
っ
て
も
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
ち
ょ
う
ど
現
在
と
過
去
の
関
係
と
同
じ
で
あ
ろ
う
﹂
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
﹃
江
関
遺
聞
﹄
に

今
の
江
戸
の
こ
と
を
記
し
て
、
後
世
の
人
々
に
今
の
こ
と
が
わ
か
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
し
た
い
と
思
っ
て
、
こ
の
書
を
作
っ
た
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

1

が
正
解
。

2

は
、
﹁
政
治
的
・
経
済
的
な
中
心
﹂
は
、
﹁
冠
蓋
の
集
ま
る
所
、
舟
車
の
湊
ま
る
所
﹂
を
そ
れ
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
は
っ
き
り
言
っ
て
は
い
な
い
の
で
△
。
﹁
今
後
も

発
展
を
続
け
る
保
証
は
な
い
し
、
逆
に
さ
び
れ
て
し
ま
う
お
そ
れ
さ
え
あ
る
の
で
、
こ
れ
か
ら
の
変
化
に
備
え
て
﹂
も
間
違
い
。
本
文
に
な
い
。

3

も
、
﹁
経
済
面
﹂
﹁
政
治
的
に
も
﹂
が
△
。
﹁
江
戸
の
今
と
昔
と
を
対
比
す
る
こ
と
で
﹂
以
下
も
、
全
体
が
本
文
の
内
容
と
は
ズ
レ
て
い
る
。

4

は
、
﹁
古
い
情
報
し
か
持
た
ず
に
遠
方
か
ら
や
っ
て
き
た
人
は
﹂
以
下
、
全
文
が
間
違
い
。
最
新
の
江
戸
案
内
の
本
を
書
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。

5

は
、
江
戸
の
﹁
風
情
﹂
を
ポ
イ
ン
ト
に
し
て
い
る
点
で
、
全
文
が
間
違
い
で
あ
る
。

正
解

1

36
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