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二
〇
一
八
年
度
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験 

解
説
︿
古
典
﹀

第
3
問　

古
文　

本も
と
お
り
の
り
な
が

居
宣
長
『
石い

そ
の

上か
み
の

私さ
さ
め淑
言ご

と

』

［
出　

典
﹈

　
『
石
上
私
淑
言
』
は
、
江
戸
時
代
中
期
の
国
学
者
で
あ
る
本
居
宣
長
（
一
七
三
〇 

〜 

一
八
〇
一
）
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
歌
論
書
で
あ
る
。
問
答
形
式
で
、
和
歌
の
本
体
論
・
表
現

論
・
歴
史
な
ど
を
論
じ
た
も
の
で
、
こ
れ
に
先
立
っ
て
著
さ
れ
た
歌
論
書
『
排あ

し
わ
け蘆
小お

船ぶ
ね

』
を
ふ
ま
え
、
和
歌
の
本
質
を
「
も
の
の
あ
は
れ
」
に
あ
る
と
す
る
論
を
展
開
し
た
著
作
で
あ

る
。「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
は
、
折
に
触
れ
見
た
り
聞
い
た
り
す
る
物
事
に
触
発
さ
れ
て
生
ず
る
し
み
じ
み
と
し
た
情
趣
や
哀
愁
の
こ
と
で
あ
り
、
宣
長
は
、
こ
れ
を
日
本
人
特
有
の

美
的
理
念
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

宣
長
は
、『
万ま

ん
よ
う葉

代だ
い

匠し
よ
う

記き

』
の
著
者
契け

い

沖ち
ゆ
う

の
歌
学
に
触
れ
て
古
典
研
究
を
志
し
、『
万ま

ん
よ
う
こ
う

葉
考
』・『
歌か

い意
考こ

う

』
等
の
著
者
賀か

も
の茂

真ま

淵ぶ
ち

を
師
と
し
て
国
学
を
学
ん
だ
。
著
作
は
、
古
典
注

釈
書
『
古こ

じ

き
事
記
伝で

ん

』、『
源げ

ん

氏じ

物も
の

語が
た
り

玉た
ま

の
小お

櫛ぐ
し

』、
随
筆
集
『
玉た

ま
か
つ勝

間ま

』
な
ど
多
数
に
わ
た
り
、
自
宅
の
鈴す

ず
の
や屋

で
門
人
を
集
め
講
義
を
し
た
こ
と
か
ら
鈴す

ず
の

屋や
の

大う

し人
と
も
呼
ば
れ
た
。

［
通　

釈
﹈

　
（
あ
る
人
が
）
尋
ね
て
言
う
に
は
、
恋
の
歌
が
非
常
に
多
い
の
は
ど
う
し
て
か
。

　
（
私
が
）
答
え
て
言
う
に
は
、
ま
ず
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
散
見
す
る
た
い
そ
う
古
い
時
代
の
歌
の
数
々
を
は
じ
め
と
し
て
、
歴
代
の
多
く
の
歌
集
に
も
、
恋
の
歌
ば
か

り
が
格
別
に
多
い
（
そ
の
）
中
で
も
、『
万
葉
集
』
で
は
相
聞
と
（
い
う
部ぶ

立だ
て

の
中
に
）
あ
る
の
が
恋
の
歌
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
歌
を
雑
歌
、
相
聞
、
挽
歌
と
三
つ
に
分
け
、
第
八

巻
、
第
十
巻
な
ど
に
は
四
季
の
雑
歌
、
四
季
の
相
聞
と
分
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
（
相
聞
と
い
う
部
立
を
設
け
な
が
ら
、
恋
の
歌
以
外
の
）
他
の
歌
を
す
べ
て
雑
歌
と
し
て
い
る
こ

と
で
、
和
歌
は
恋
（
の
歌
）
を
第
一
の
も
の
と
す
る
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
で
あ
る
［
＝
恋
の
歌
が
多
い
］
の
か
と
言
う
と
、
恋
は
す
べ
て
の
情

趣
に
ま
さ
っ
て
深
く
人
の
心
に
し
み
て
、（
こ
と
ば
に
出
す
こ
と
を
）
た
い
そ
う
抑
え
が
た
い
こ
と
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
だ
か
ら
、（
人
は
そ
れ
を
歌
に
託
す
の
で
あ
り
、）
特
別
に

し
み
じ
み
と
す
る
も
の
は
常
に
恋
の
歌
に
多
い
の
で
あ
る
。

　
（
あ
る
人
が
）
一
般
に
世
間
の
人
が
皆
常
に
深
く
願
い
（
心
の
奥
深
く
）
包
み
隠
し
て
い
る
こ
と
は
、
恋
愛
を
思
う
よ
り
も
、
我
が
身
の
栄
え
を
願
い
財
宝
を
求
め
る
心
な
ど
こ
そ

が
、
ひ
た
む
き
に
抑
え
が
た
く
見
え
る
よ
う
で
あ
る
の
に
、
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
［
＝
わ
が
身
の
繁
栄
や
財
に
つ
い
て
］
は
歌
に
は
詠
ま
な
い
の
か
。

　
（
私
が
）
答
え
て
言
う
に
は
、「
情
」
と
「
欲
」
と
に
は
区
別
が
あ
る
。
ま
ず
、
す
べ
て
の
人
の
心
に
様
々
に
思
う
思
い
は
、
す
べ
て
「
情
［
＝
感
情
］」
で
あ
る
。
そ
の
思
い
の
中
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で
も
、
あ
あ
で
あ
り
た
い
こ
う
で
あ
り
た
い
と
願
う
思
い
は
「
欲
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
二
つ
は
互
い
に
離
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
概
し
て
（
広
義
に
）
言
え

ば
「
欲
」
も
「
情
」
の
中
の
一
種
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
ま
た
特
に
区
別
し
て
（
狭
義
に
）
言
え
ば
、
人
を
い
と
し
い
と
思
い
、
か
わ
い
い
と
思
い
、
あ
る
い
は
切
な
い
と
も
つ
ら
い

と
も
思
う
よ
う
な
類
（
の
感
情
）
を
「
情
」
と
言
う
の
で
あ
る
よ
。
し
か
し
（
実
際
に
は
）
そ
の
「
情
」
か
ら
出
た
思
い
が
（
変
化
し
て
）「
欲
」
に
も
及
び
、
ま
た
「
欲
」
か
ら
出

た
思
い
が
（
変
化
し
て
）「
情
」
に
も
及
ん
で
、（
人
の
思
い
は
）
一
様
で
な
く
様
々
で
あ
る
の
だ
が
、
ど
の
よ
う
で
あ
っ
て
も
（
と
に
か
く
）、
歌
は
「
情
」
の
ほ
う
か
ら
生
ま
れ
て

来
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
情
」
の
ほ
う
の
思
い
は
物
に
も
感
じ
や
す
く
、
し
み
じ
み
と
す
る
こ
と
が
こ
の
上
な
く
深
い
た
め
で
あ
る
。「
欲
」
の
ほ
う
の
思
い
は
ひ
た
す
ら

に
願
い
求
め
る
心
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ほ
ど
身
に
し
み
る
ほ
ど
に
は
繊
細
で
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
ち
ょ
っ
と
し
た
花
の
色
や
鳥
の
声
に
も
涙
が
こ
ぼ
れ
る
（「
情
」
の
思
い
）

ほ
ど
に
は
奥
深
く
は
な
い
。（
質
問
に
あ
る
）
あ
の
財
宝
を
む
さ
ぼ
る
よ
う
な
思
い
は
、
こ
の
「
欲
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
物
事
に
ふ
れ
て
起
こ
る
し
み
じ
み
と
し
た
情
趣
と
は

ほ
ど
遠
い
が
た
め
に
（「
欲
」
と
い
う
感
情
か
ら
は
）
歌
は
生
ま
れ
て
来
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
恋
愛
を
思
う
の
も
、
も
と
も
と
は
（
何
か
を
求
め
よ
う
と
す
る
）「
欲
」
か
ら
生
ず
る
も

の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
特
に
「
情
」
の
ほ
う
に
深
く
関
わ
る
思
い
で
あ
っ
て
、
生
き
と
し
生
け
る
す
べ
て
の
生
き
物
が
逃
れ
よ
う
が
な
い
と
こ
ろ
の
感
情
で
あ
る
。
ま
し
て
人
間
は
特

に
物
事
の
し
み
じ
み
と
し
た
情
趣
を
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
格
別
に
深
く
心
に
し
み
て
、
そ
の
し
み
じ
み
と
し
た
情
趣
に
感
動
を
抑
え
き
れ
な
い
の
は
こ
の
（
恋
愛
の
）
思
い

な
の
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
何
か
に
つ
け
て
し
み
じ
み
と
し
た
情
趣
が
あ
る
こ
と
に
は
、
歌
は
生
ま
れ
出
て
来
る
も
の
で
あ
る
と
知
る
べ
き
で
あ
る
。

　

そ
う
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、「
情
」
の
ほ
う
は
、
前
に
も
言
っ
た
よ
う
に
、
情
に
も
ろ
い
こ
と
を
恥
じ
る
後
世
の
習
慣
の
た
め
に
包
み
隠
し
（
表
に
出
さ
ぬ
よ
う
に
）
堪
え
忍
ぶ
こ

と
が
多
い
た
め
に
、
か
え
っ
て
「
欲
」
よ
り
も
浅
い
感
情
の
よ
う
に
も
見
え
る
の
で
あ
る
よ
う
だ
。
し
か
し
、
こ
の
和
歌
だ
け
は
古
代
の
風
情
を
失
わ
ず
、
人
の
心
の
真
の
姿
を
あ
り

の
ま
ま
に
詠
ん
で
、
弱
々
し
く
情
に
も
ろ
い
面
も
全
く
恥
じ
る
こ
と
が
な
い
の
で
、
後
世
に
な
っ
て
奥
ゆ
か
し
く
優
雅
に
（
歌
を
）
詠
も
う
と
す
る
時
に
は
、
ま
す
ま
す
物
事
の
し
み

じ
み
と
し
た
点
ば
か
り
を
主
と
し
て
、
例
の
「
欲
」
と
い
う
感
情
は
ひ
た
す
ら
嫌
っ
て
し
ま
っ
て
、
歌
に
詠
む
も
の
と
も
思
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

ご
く
ま
れ
に
（「
欲
」
を
詠
ん
だ
歌
の
例
が
）
あ
る
と
し
て
も
、
あ
の
『
万
葉
集
』
の
第
三
巻
に
あ
る
「
酒
を
讃
め
た
る
歌
（
酒
を
讃
え
た
歌
）」
の
類
で
あ
る
よ
、
漢
詩
で
は
常
に

あ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
類
の
詩
ば
か
り
が
多
い
け
れ
ど
、
和
歌
で
は
た
い
そ
う
い
と
わ
し
く
憎
く
ま
で
も
思
わ
れ
て
、
全
く
心
ひ
か
れ
な
い
。
何
の
見
る
価
値
も
な
い
よ
。

こ
れ
は
、「
欲
」
は
汚
れ
た
感
情
で
あ
っ
て
、
し
み
じ
み
と
し
た
情
感
で
は
な
い
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
外
国
［
＝
中
国
］
で
は
、
し
み
じ
み
と
し
た
（
恋
愛
に
関
す
る
）「
情
」

を
恥
じ
て
隠
し
、
汚
れ
た
「
欲
」
を
た
い
そ
う
立
派
な
も
の
の
よ
う
に
詠
み
合
っ
て
い
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
（
理
解
で
き
な
い
）。
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［
解　

説
﹈

問
１　

解
釈
の
問
題

　

短
い
傍
線
部
で
は
あ
る
が
、
品
詞
分
解
し
、
重
要
単
語
・
重
要
文
法
を
確
認
し
、
前
書
き
な
ど
や
前
後
の
文
意
も
ふ
ま
え
て
解
答
し
た
い
。

　

ア　

標
準

「
あ
な
が
ち
に
わ
り
な
く
」
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

　
「
あ
な
が
ち
に
／
わ
り
な
く
」
と
単
語
分
け
さ
れ
る
。「
あ
な
が
ち
に
」
は
、
程
度
が
は
な
は
だ
し
い
こ
と
を
示
し
て
「
無
理
や
り
だ
・
一
方
的
だ
」「
あ
ま
り
に
ひ
ど
い
」「
ひ

た
む
き
だ
・
い
ち
ず
だ
」「
異
常
だ
・
度
を
こ
し
て
い
る
」
な
ど
と
訳
し
た
り
、
打
消
表
現
と
呼
応
し
て
「
必
ず
し
も
・
め
っ
た
に
・
決
し
て
（
〜
な
い
）」
と
訳
し
た
り
す
る
形

容
動
詞
「
あ
な
が
ち
な
り
（
強
ち
な
り
）」
の
連
用
形
で
、
こ
れ
が
正
し
い
の
は
、
1
、
あ
る
い
は
5
で
あ
る
。「
わ
り
な
く
」
は
、
形
容
詞
「
わ
り
な
し
」
の
連
用
形
。「
わ

り
な
し
」
は
、
本
来
、「
こ
と
わ
り
」（
物
事
の
道
理
）
が
な
い
こ
と
を
表
す
「
こ
と
わ
り
な
し

0

0

0

0

」
が
縮
ま
っ
た
語
で
、「
道
理
に
合
わ
な
い
・
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
だ
」「
堪
え
が
た

い
・
つ
ら
い
」「
し
か
た
が
な
い
・
ど
う
に
も
な
ら
な
い
」「
ひ
と
と
お
り
で
な
い
」
な
ど
と
訳
す
。
こ
れ
が
正
し
い
の
は
、
1
・
2
・
3
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
正
解
は
1
で
あ
る
。

　
「
あ
な
が
ち
に
」
も
「
わ
り
な
く
」
も
、
や
や
広
い
範
囲
の
意
味
を
示
す
語
で
あ
る
の
で
迷
う
か
も
知
れ
な
い
が
、
文
意
か
ら
見
れ
ば
、
傍
線
部
は
「
お
お
か
た
の
世
間
の
人

は
、
色
（
恋
愛
）
を
思
う
よ
り
も
、
身
の
栄
え
や
財
宝
を
求
め
願
う
気
持
ち
の
ほ
う
が
」
か
ら
続
く
箇
所
で
あ
る
か
ら
、
1
の
訳
が
最
も
ス
ム
ー
ズ
に
当
て
は
ま
る
。

　

イ　

基
礎

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

　
「
い
か
に
／
も
／
あ
れ
」
が
一
語
化
し
た
慣
用
的
表
現
。「
い
か
に
」
は
、「
ど
う
・
ど
の
よ
う
に
・
ど
れ
ほ
ど
・
ど
う
し
て
」
な
ど
と
訳
す
副
詞
。「
も
」
は
係
助
詞
。「
あ
れ
」

は
、
ラ
変
動
詞
「
あ
り
」
の
命
令
形
で
あ
る
。「
ど
う
で
あ
れ
」
と
い
っ
た
訳
に
な
る
が
、
こ
れ
は
、
現
代
で
も
「
事
情
が
ど
う
で
あ
れ
、
結
果
か
ら
見
る
と
…
…
」
な
ど
と
言

う
表
現
と
同
じ
で
あ
る
。「
い
ず
れ
に
せ
よ
」
と
か
、「
ど
の
よ
う
で
あ
っ
て
も
」
の
よ
う
に
訳
さ
れ
る
が
、
こ
の
「
あ
れ
」
の
よ
う
な
命
令
形
は
「
放
任
」
の
感
覚
を
表
し
、

「
ど
の
よ
う
で
あ
っ
て
も
（
か
ま
わ
な
い
）」
の
意
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
正
解
は
3
で
あ
る
。
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ウ　

基
礎

「
さ
ら
に
な
つ
か
し
か
ら
ず
」
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

　
「
さ
ら
に
」
は
、
打
消
表
現
（
こ
こ
で
は
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」）
と
呼
応
し
て
「
全
く
・
決
し
て
・
少
し
も
（
〜
な
い
）」
と
、
強
い
否
定
の
意
を
示
す
陳
述
（
呼
応
）
の
副

詞
。
こ
れ
が
正
し
い
の
は
5
で
あ
る
が
、
2
の
「
ど
う
に
も
」
も
微
妙
で
あ
る
。「
な
つ
か
し
か
ら
」
は
、「
心
ひ
か
れ
る
・
慕
わ
し
い
・
親
し
み
が
感
じ
ら
れ
る
」
の
意
の
形

容
詞
「
な
つ
か
し
」
の
未
然
形
。
こ
れ
は
3
と
5
が
正
し
い
が
、
他
の
選
択
肢
の
訳
も
許
容
範
囲
で
は
あ
る
と
言
え
る
。
た
だ
、
現
代
語
の
よ
う
に
「（
過
去
の
こ
と
が
）
な

つ
か
し
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
れ
ば
、
古
文
の
問
題
と
し
て
問
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
こ
こ
で
も
「
酒
」
を
歌
に
詠
む
こ
と
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

2
の
「
思
い
出
せ
」
で
は
意
味
が
通
じ
な
い
。

　

よ
っ
て
、
正
解
は
5
で
あ
る
。

　

正
解　

ア　

21　
　

1　
　

イ　

22　

3　
　

ウ　

23　

5

問
2　

文
法
（
傍
線
部
の
文
法
的
説
明
）
の
問
題　
　

基
礎

「
身
に
し
む
ば
か
り
細
や
か
に
は
あ
ら
ね
ば
に
や
」
に
つ
い
て
の
文
法
的
な
説
明
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
選
べ
。

　

波
線
部
は
「
身
／
に
／
し
む
／
ば
か
り
／
細
や
か
に
／
は
／
あ
ら
／
ね
／
ば
／
に
／
や
」
と
単
語
分
け
さ
れ
る
。

　
「
身
」
は
名
詞
。

　
「
に
」
は
体
言
に
接
続
し
て
お
り
、
そ
の
ま
ま
「
に
」
と
訳
せ
る
の
で
、「
山
に
登
る
」
の
「
に
」
と
同
じ
、
格
助
詞
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
5
は
正
し
い
。
こ
の
あ
と

に
も
二
カ
所
「
に
」
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
格
助
詞
で
は
な
く
、「
一
度
」
も
間
違
い
な
い
。

　
「
し
む
」
は
、「
深
く
感
じ
る
。
し
み
る
」
意
の
マ
行
四
段
動
詞
の
終
止
形
。

　
「
ば
か
り
」
は
、「
〜
ほ
ど
・
〜
ぐ
ら
い
」
の
よ
う
に
程
度
を
表
す
副
助
詞
。
お
お
よ
そ
の
範
囲
・
程
度
を
表
す
場
合
は
終
止
形
に
つ
き
、
限
定
を
表
す
場
合
は
連
体
形
に
つ
く

こ
と
が
多
い
。

　
「
細
や
か
に
」
は
、
形
容
動
詞
「
細
や
か
な
り
」
の
連
用
形
。「
〜
か
に
」「
〜
げ
に
」
の
形
の
「
に
」
は
、「
は
る
か
に
」「
美
し
げ
に
」
の
よ
う
に
、
ナ
リ
活
用
の
形
容
動
詞

の
連
用
形
の
語
尾
で
あ
る
。

　
「
は
」
は
係
助
詞
。
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「
あ
ら
」
は
、
ラ
変
動
詞
「
あ
り
」
の
未
然
形
。

　
「
ね
」
は
、
直
前
の
「
あ
ら
」
が
未
然
形
で
あ
り
、
直
後
の
「
ば
」
が
未
然
形
・
已
然
形
に
接
続
す
る
接
続
助
詞
で
あ
る
か
ら
、
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
の
已
然
形
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
選
択
肢
1
は
正
し
い
。
回
数
も
「
一
度
」
で
間
違
い
な
い
。

　
「
ば
」
は
、「
ね
」
が
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
の
已
然
形

3

3

3

だ
と
な
る
と
、「
〜
と
・
〜
の
で
」
の
よ
う
に
訳
す
、
順
接
確
定

3

3

条
件
の
用
法
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
3
の
「
仮3

定3

条
件
を
表
す
」
は
正
し
く
な
い
こ
と
に
な
る
。「
ば
」
が
「
も
し
〜
な
ら
ば
」
の
よ
う
に
訳
す
、
仮
定
条
件
に
な
る
の
は
、
未
然
形
に
接
続
し
た
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
が
正
解

に
な
る
。

　
「
に
」
は
、
係
助
詞
「
や
」
を
伴
っ
て
、「
に
や
」
の
下
に
係
り
結
び
の
語
「
あ
る
・
あ
ら
む
」
が
省
略
さ
れ
て
い
る
状
態
で
あ
り
、
こ
れ
を
補
っ
て
「
〜
に
や
あ
ら
む
。（
〜

で
あ
ろ
う
か
。）・
〜
に
や
あ
る
。（
〜
で
あ
る
か
。）」
と
す
る
と
、「
で
」
と
訳
せ
る
。
よ
っ
て
、「
に
／
や
」
の
「
に
」
は
、
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
の
連
用
形
で
あ
る
。
よ
っ

て
、
選
択
肢
2
は
正
し
い
。
回
数
に
つ
い
て
も
「
一
度
」
で
間
違
い
は
な
い
。

　
「
や
」
は
係
助
詞
で
あ
る
が
、
係
助
詞
「
や
」
は
疑
問
・
反
語
を
示
す
の
で
、
選
択
肢
4
も
正
し
い
。

　

文
法
問
題
と
し
て
は
、
形
式
的
に
は
や
や
変
わ
っ
た
形
で
あ
る
が
、「
文
法
的
説
明
」
の
正
誤
を
問
う
と
い
う
点
で
は
、
今
ま
で
の
出
題
と
大
き
な
変
化
は
な
い
。
今
回
は
接

続
助
詞
「
は
」
の
用
法
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
一
六
年
度
に
は
格
助
詞
「
の
」
の
用
法
が
出
て
お
り
、
助
詞
の
用
法
に
は
今
後
も
注
意
し
た
い
。

　

正
解　

24　

3

問
3　

内
容
（
筆
者
の
主
張
）
説
明
の
問
題　
　

標
準

傍
線
部
Ａ
「
恋
の
歌
の
世
に
多
き
は
い
か
に
」
と
あ
る
が
、
こ
の
問
い
に
対
し
て
、
本
文
で
は
ど
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

　

本
文
は
問
答
形
式
の
歌
論
で
あ
る
。
あ
る
人
物
の
言
葉
と
し
て
「
問
ひ
て
云
は
く
」
で
質
問
が
示
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
筆
者
本
居
宣
長
の
答
え
が
「
答
へ
て
云
は
く
」
以
下

に
示
さ
れ
る
と
い
う
形
式
に
な
っ
て
い
る
。

　

傍
線
部
Ａ
は
一
つ
め
の
質
問
で
、「
恋
の
歌
が
非
常
に
多
い
の
は
ど
う
し
て
か
」
と
い
う
質
問
で
あ
る
。
こ
の
質
問
に
対
す
る
「
本
文
」
で
の
「
答
え
」
は
、
当
然
、
直
後
の

「
答
へ
て
云
は
く
」
以
下
、「
ま
づ
『
古
事
記
』『
日
本
紀
』
に
〜
恋
の
歌
に
多
か
る
こ
と
な
り
」（
通
釈
参
照
）
に
示
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
宣
長
は
、
ま
ず
、
上
代
（
古
代
）
の
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
の
歌
か
ら
歴
代
の
多
く
の
和
歌
集
に
至
る
ま
で
恋
の
歌
が
多
く
、『
万
葉
集
』
で
は
こ
と
さ
ら
に
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「
相
聞
（
＝
恋
の
歌
）」
と
い
う
分
類
を
設
け
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
質
問
に
あ
る
と
お
り
、
恋
の
歌
が
多
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
続
く
の
が
、「
そ
も
い
か

な
れ
ば
か
く
あ
る
ぞ
と
い
ふ
に
、
恋
は
よ
ろ
づ
の
あ
は
れ
に
す
ぐ
れ
て
深
く
人
の
心
に
し
み
て
、
い
み
じ
く
堪
へ
が
た
き
わ
ざ
な
る
ゆ
ゑ
な
り
。
さ
れ
ば
、
す
ぐ
れ
て
あ
は
れ
な

る
す
ぢ
は
常
に
恋
の
歌
に
多
か
る
こ
と
な
り
」
と
い
う
説
明
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、「
そ
も
そ
も
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
で
あ
る
［
＝
恋
の
歌
が
多
い
］
の
か
と
言
う
と
、
恋
は
す

べ
て
の
情
趣
の
中
で
特
に
深
く
人
の
心
に
し
み
て
、（
表
に
出
す
こ
と
を
）
た
い
そ
う
抑
え
が
た
い
こ
と
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
だ
か
ら
、（
人
は
そ
れ
を
歌
に
表
し
、）
特
別
に

し
み
じ
み
と
す
る
も
の
は
常
に
恋
の
歌
に
多
い
の
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
恋
の
歌
が
非
常
に
多
い
の
は
ど
う
し
て
か
」
の
答
え
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
を

誤
り
な
く
説
明
し
て
い
る
2
が
正
解
で
あ
る
。

　

1
は
、『
万
葉
集
』
の
恋
の
歌
の
多
さ
が
そ
れ
以
降
の
歌
集
へ
影
響
し
た
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
誤
り
。『
万
葉
集
』
の
例
は
、
古
代
か
ら
恋
の
歌
が
「
相
聞
」
と
し
て

格
別
に
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
る
た
め
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

3
の
「
相
手
へ
の
思
い
を
そ
の
ま
ま
言
葉
に
し
て
も
、
気
持
ち
は
伝
わ
り
に
く
い
」
は
本
文
に
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
恋
心
は
歌
に
託
し
て
」
詠
ま
れ
て
き
た
と
も
本
文
に

は
書
か
れ
て
い
な
い
。

　

4
は
、
四
季
の
歌
の
中
に
も
恋
の
歌
が
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
本
文
に
も
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
相
聞
プ
ラ
ス
四
季
の
中
に
も
、
と
い
う

よ
う
に
恋
の
歌
が
多
い
こ
と
の
説
明
に
は
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
「
恋
の
歌
が
非
常
に
多
い
の
は
ど
う
し
て
か
」
の
答
え
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

　

5
の
「
自
分
の
歌
が
粗
雑
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
を
避
け
る
」
は
本
文
に
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
優
雅
な
題
材
で
あ
る
恋
を
詠
む
」
こ
と
が
「
多
く
行
わ
れ
て
き
た
」

と
も
本
文
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

　

正
解　

25　

2

問
4　

内
容
（
筆
者
の
主
張
）
説
明
の
問
題　
　

標
準

傍
線
部
Ｂ
「
情
と
欲
と
の
わ
き
ま
へ
」
と
恋
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
本
文
で
は
ど
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

　

傍
線
部
は
「
情
と
欲
と
の
区
別
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
傍
線
部
に
続
け
て
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
宣
長
は
、「
す
べ
て
の
人
の
心
に
さ
ま
ざ
ま
思
ふ
思
ひ
は
、
み
な
情
な
り
（
＝
す
べ
て
の
人
の
心
に
様
々
に
思
う
思
い
は
、
ど
れ
も
情
で
あ
る
）」
と
言
い
、
そ
の

「
情
」
の
中
で
、「
と
あ
ら
ま
ほ
し
か
く
あ
ら
ま
ほ
し
と
求
む
る
思
ひ
（
＝
あ
あ
で
あ
り
た
い
こ
う
で
あ
り
た
い
と
望
む
思
い
）」
が
「
欲
」
で
あ
り
、「
な
べ
て
は
欲
も
情
の
中
の

一
種
な
れ
（
＝
概
し
て
言
え
ば
欲
も
情
の
中
の
一
種
で
は
あ
る
）」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、「
情
」
と
は
、、
あ
ら
ゆ
る
思
い
を
含
む
、
広
義
の
意
味
で
の
「
感
情
全
体
」
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を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
宣
長
は
続
け
て
、「
ま
た
と
り
わ
き
て
は
、
人
を
あ
は
れ
と
思
ひ
、
か
な
し
と
思
ひ
、
あ
る
は
う
し
と
も
つ
ら
し
と
も
思
ふ
や
う
の
類
を
な
む
情
と
は
い
ひ
け
る

（
＝
ま
た
特
に
区
別
し
て
言
う
な
ら
ば
、
人
を
い
と
し
い
と
思
い
、
か
わ
い
い
と
思
い
、
あ
る
い
は
切
な
い
と
も
つ
ら
い
と
も
思
う
よ
う
な
類
の
感
情
を
情
と
言
う
の
で
あ
る
）」

と
述
べ
て
い
る
。
こ
ち
ら
の
「
情
」
は
、
感
情
全
体
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
狭
義
な
意
味
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
感
情
の
う
ち
、「
恋
愛
や
情
趣
に
感
じ
る
情
」
を
言
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

広
義
の
意
味
の
「
情
」（
＝
感
情
全
体
）
の
中
に
は
、「
欲
」
も
、
狭
義
の
意
味
の
「
情
」（
＝
恋
愛
や
情
趣
に
感
じ
る
情
）
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
こ
と
だ
け
で
も
、「
情
」
と
「
欲
」
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
3
の
「
人
の
心
に
生
ま
れ
る
す
べ
て
の
思
い
（
＝
『
欲
』
も
含
む
）
は
『
情
』（
＝
広
義
の
『
情
』）

で
あ
る
が
、
特
に
は
、
誰
か
を
い
と
し
く
思
っ
た
り
鳥
の
鳴
き
声
に
涙
し
た
り
す
る
な
ど
、
身
に
し
み
る
細
や
か
な
思
い
（
＝
狭
義
の
『
情
』）
を
指
す
。」
と
い
う
説
明
が
正
し

い
こ
と
が
判
断
で
き
る
。
ま
た
、
3
は
、「
鳥
の
鳴
き
声
に
涙
し
た
り
す
る
な
ど
」
が
、
波
線
部
の
直
後
の
、「
は
か
な
き
花
鳥
の
色
音
に
も
涙
の
こ
ぼ
る
る
ば
か
り
は
深
か
ら

ず
」
に
、「
我
が
身
の
繁
栄
や
財
宝
を
望
む
な
ど
、
何
か
を
願
い
求
め
る
思
い
は
『
欲
』
に
あ
た
る
」
が
、
そ
の
後
の
、「
か
の
財
宝
を
む
さ
ぼ
る
や
う
の
思
ひ
は
、
こ
の
欲
と
い

う
も
の
に
て
」
に
、「
恋
は
『
欲
』
と
『
情
』
の
双
方
に
関
わ
る
」
以
降
が
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
、「
色
を
思
ふ
も
本
は
欲
よ
り
出
づ
れ
ど
も
、
こ
と
に
情
の
方
に
深
く
か
か
る
思

ひ
に
て
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
相
当
し
て
い
て
説
明
に
誤
り
が
な
い
。

　

よ
っ
て
、
正
解
は
3
で
あ
る
。

　

要
は
、
傍
線
部
Ｂ
の
直
後
か
ら
、
そ
の
段
落
に
あ
る
こ
と
と
の
内
容
合
致
問
題
で
あ
る
。

　

1
は
、
ほ
ぼ
全
面
的
に
間
違
っ
て
い
る
。「
悲
し
い
、
つ
ら
い
と
い
っ
た
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
の
思
い
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
が
『
情
』」
で
、「
哀
れ
だ
、
い
と
し
い
と
い
っ
た
、

恋
の
相
手
に
つ
い
て
の
思
い
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
が
『
欲
』」
と
い
う
こ
と
は
本
文
に
な
い
し
、「
恋
に
お
い
て
『
情
』
と
『
欲
』
は
対
照
的
な
関
係
に
あ
る
」
わ
け
で
も
な
い
。

　

2
は
、
途
中
に
も
キ
ズ
が
あ
る
が
、
末
尾
の
、「
恋
は
『
情
』
か
ら
は
じ
ま
り
、
や
が
て
『
欲
』
へ
と
変
化
す
る
」
が
大
き
く
間
違
っ
て
い
る
。

　

4
は
、「
も
と
も
と
恋
は
誰
か
と
一
緒
に
い
た
い
と
い
う
『
欲3

』
に
分
類
さ
れ
る

3

3

3

3

3

3

感
情
」、「
恋
を
成
就
さ
せ
る
に
は
『
欲
』
だ
け
で
は
な
く
様
々
な
感
情
が
必
要
な
の
で
、

『
情
』
に
も
通
じ
る
べ
き
」
が
間
違
い
。

　

5
は
、「
情
」
を
「
自
然
を
賛
美
す
る
心
と
つ
な
が
る
も
の
」、「
欲
」
を
「
人
間
の
作
っ
た
価
値
観
に
重
き
を
置
く
」
も
の
と
対
比
さ
せ
て
い
る
点
か
ら
し
て
間
違
い
で
あ
る
。

　

正
解　

26　

3
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問
5　

内
容
（
筆
者
の
主
張
）
説
明
の
問
題　
　

標
準

「
情
」
と
「
欲
」
の
、
時
代
に
よ
る
違
い
と
歌
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
本
文
で
は
ど
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。　
（
傍
線
部
な
し
）

　

こ
の
設
問
に
は
傍
線
部
が
な
い
が
、「
情
」
と
「
欲
」
に
つ
い
て
は
問
4
で
も
問
わ
れ
て
お
り
、
問
4
で
は
選
択
肢
の
内
容
が
30
ペ
ー
ジ
の
最
後
あ
た
り
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
設
問
で
見
る
べ
き
点
は
、
そ
れ
と
重
な
る
こ
と
な
く
、
さ
ら
に
そ
の
後
ろ
あ
た
り
に
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
設
問
で
は
「
時
代
に
よ
る
違
い
」
が
問
わ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
31
ペ
ー
ジ
三
行
目
か
ら
の
「
さ
は
あ
れ
ど
も
」
か
ら
始
ま
る
段
落
に
「
後
の
世
」（
後
世
）
や
「
上
つ
代
」（
古
代
）
と
い
う
「
時
代
」
を
表
す
語
が

出
て
き
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

　

そ
こ
で
、「
さ
は
あ
れ
ど
も
」
か
ら
始
ま
る
段
落
を
見
る
と
、「
情
の
方
は
前
に
い
へ
る
や
う
に
、
心
弱
き
を
恥
づ
る
後
の
世
の
な
ら
は
し
に
つ
つ
み
忍
ぶ
こ
と
多
き
ゆ
ゑ
に
、

か
へ
り
て
欲
よ
り
浅
く
も
見
ゆ
る
な
め
り
。（
＝
情
の
ほ
う
は
、
前
に
も
言
っ
た
よ
う
に
、
情
に
も
ろ
い
こ
と
を
恥
じ
る
後
世
の
習
慣
の
た
め
に
包
み
隠
し
、
表
に
出
さ
ぬ
よ
う

に
堪
え
忍
ぶ
こ
と
が
多
い
た
め
に
、
か
え
っ
て
欲
よ
り
も
浅
い
感
情
の
よ
う
に
も
見
え
る
の
で
あ
る
よ
う
だ
）」
と
あ
り
、
続
け
て
、「
こ
の
歌
の
み
は
上
つ
代
の
心
ば
へ
を
失
は

ず
。
人
の
心
の
ま
こ
と
の
さ
ま
を
あ
り
の
ま
ま
に
詠
み
て
、
め
め
し
う
心
弱
き
方
を
も
さ
ら
に
恥
づ
る
こ
と
な
け
れ
（
＝
こ
の
和
歌
だ
け
は
古
代
の
風
情
を
失
わ
ず
、
人
の
心
の

真
の
姿
を
あ
り
の
ま
ま
に
詠
ん
で
、
弱
々
し
く
情
に
も
ろ
い
面
も
全
く
恥
じ
る
こ
と
が
な
い
）」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
は
そ
の
ま
ま
選
択
肢
4
の
内
容
に
相
当
す
る
。

　

よ
っ
て
、
正
解
は
4
で
あ
る
。

　

歌
は
「
情
」（
狭
義
の
意
味
の
「
情
」）
か
ら
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
恋
の
歌
が
「
欲
」
に
も
支
え
ら
れ
て
き
た
と
す
る
1
、
も
と
も
と
歌
は
「
欲
」
に
も
と
づ
い
て
い

た
と
す
る
5
は
誤
り
。
ま
た
、「
情
」
は
弱
い
も
の
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
歌
の
中
で
は
ず
っ
と
息
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、「『
欲
』
と
比
べ
て
弱
々
し
い
感
情
」
で
あ
る

か
ら
「
情
」
は
「
時
代
が
経
つ
に
つ
れ
て
消
え
て
い
っ
た
と
す
る
2
（
宣
長
は
弱
々
し
く
見
え
る
と
は
言
っ
て
い
る
が
、
弱
々
し
い
感
情
だ
と
は
断
定
し
て
い
な
い
）
や
、
後

世
、
恋
の
歌
も
「
情
」
も
衰
退
し
、「
欲
」
が
肥
大
し
た
と
す
る
3
も
正
し
く
な
い
。

　

正
解　

27　

4

問
6　

内
容
（
筆
者
の
主
張
）
説
明
の
問
題　
　

応
用

歌
や
詩
は
「
物
の
あ
は
れ
」
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
。
本
文
で
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。　
（
傍
線
部
な
し
）

　

こ
の
設
問
に
も
傍
線
部
が
な
い
が
、
設
問
文
に
あ
る
「
詩
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
の
は
、
最
終
段
落
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
最
終
段
落
を
見
る
と
「
人
の
国
」（
外
国
・
こ
こ
で
は
中
国
の
こ
と
）
の
「
詩
（
注
5
・
漢
詩
）」
で
は
、「
あ
は
れ
な
る

3

3

3

3

3

情
を
ば
恥
ぢ
隠
し
て
、
き
た
な
き
欲
を
し
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も
い
み
じ
き
も
の
に
い
ひ
合
へ
る
（
＝
し
み
じ
み
と
し
た
情
を
恥
じ
て
隠
し
、
汚
れ
た
欲
を
た
い
そ
う
立
派
な
も
の
の
よ
う
に
詠
み
合
っ
て
い
る
）」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ

こ
が
、「
詩
」
と
「
物
の
あ
は
れ
」
の
関
わ
り
を
説
明
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。

　
「
歌
」
と
「
物
の
あ
は
れ
」
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
最
終
段
落
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
、「
歌
」・「
物
の
あ
は
れ
」
と
い
う
言
葉
を
手
が
か
り
に
し
な
が
ら
、
本
文
を
さ

か
の
ぼ
っ
て
、
説
明
と
な
っ
て
い
そ
う
な
箇
所
を
探
す
と
、
本
文
十
六
行
目
に
、「
色
を
思
ふ
も
本
は
欲
よ
り
出
づ
れ
ど
も
、
こ
と
に
情
の
方
に
深
く
か
か
る
思
ひ
に
て
、
生
き

と
し
生
け
る
も
の
の
ま
ぬ
か
れ
ぬ
と
こ
ろ
な
り
。
ま
し
て
人
は
す
ぐ
れ
て
物
の
あ
は
れ

3

3

3

3

3

を
知
る
も
の
に
し
あ
れ
ば
、
こ
と
に
深
く
心
に
染
み
て
、
あ
は
れ
に

0

0

0

0

堪
へ
ぬ
は
こ
の
思
ひ

な
り
。
そ
の
他
も
と
に
か
く
に
つ
け
て
物
の
あ
は
れ
な
る

3

3

3

3

3

3

3

こ
と
に
は
、
歌3

は
出
で
来
る
も
の
と
知
る
べ
し
（
＝
恋
愛
を
思
う
の
も
、
も
と
も
と
は
欲
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
け

れ
ど
も
、
特
に
情
の
ほ
う
に
深
く
関
わ
る
思
い
で
あ
っ
て
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
が
逃
れ
よ
う
が
な
い
と
こ
ろ
の
感
情
で
あ
る
。
ま
し
て
人
間
は
特
に
物
事
の
し
み
じ
み
と
し

た
情
趣
を
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
格
別
に
深
く
心
に
し
み
て
、
そ
の
し
み
じ
み
と
し
た
情
趣
に
感
動
を
抑
え
き
れ
な
い
の
は
こ
の
思
い
な
の
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
何
か

に
つ
け
て
し
み
じ
み
と
し
た
情
趣
が
あ
る
こ
と
に
は
、
歌
は
生
ま
れ
出
て
来
る
も
の
で
あ
る
と
知
る
べ
き
で
あ
る
）」
と
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
部
分
の
末
尾
は
、
十
三
行
目
の

「
歌3

は
情
の
方
よ
り
出
で
来
る
も
の
な
り
（
＝
歌
は
情
の
ほ
う
か
ら
生
ま
れ
て
来
る
も
の
な
の
で
あ
る
）」
も
同
じ
で
あ
る
。
本
文
全
体
の
趣
旨
と
も
言
え
、
宣
長
の
「
も
の
の
あ

は
れ
」
論
そ
の
も
の
で
あ
る
と
も
言
え
る
が
、
要
は
、「
歌
は
『
も
の
の
あ
は
れ
』
か
ら
生
ま
れ
る
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
詩
」
と
「
物
の
あ
は
れ
」
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
、「
歌
」
と
「
物
の
あ
は
れ
」
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
、
右
で
見
た
内
容
に
相
当
す
る
説
明
を
し
て
い
る
の
は
選
択
肢
4

で
あ
る
か
ら
、
正
解
は
4
で
あ
る
。

　

1
の
「
何
を
『
欲
』
の
対
象
と
す
る
か
は
国
に
よ
っ
て
異
な
る
」、
2
の
「
詩
の
影
響
を
受
け
る
あ
ま
り
、『
欲
』
を
断
ち
切
れ
ず
に
歌
を
詠
む
こ
と
も
あ
っ
た
」、
3
の

「
一
途
に
願
い
求
め
る
気
持
ち
を
表
す
と
き
は
、
歌
に
代
わ
っ
て
詩
が
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」、
5
の
「
詩
も
『
物
の
あ
は
れ
』
を
知
る
こ
と
か
ら
詠
ま
れ
る
」
は
、
い
ず

れ
も
本
文
に
な
い
内
容
、
ま
た
は
、
本
文
と
食
い
違
う
内
容
で
あ
り
、
誤
り
で
あ
る
。

　

正
解　

28　

4
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第
4
問　

漢
文　
　

 

李り

燾と
う

『
続ぞ

く

資し

治じ

通つ

鑑が
ん

長ち
ょ
う

編へ
ん

』

［
書
き
下
し
文
﹈

　

嘉か

祐い
う

は
、
禹う

偁し
よ
う

の
子こ

な
り
。
嘉か

祐い
う

は
平へ

い

時じ

は
愚ぐ

騃が
い

の
ご
と
き
も
、
独ひ

と

り
寇こ

う

準じ
ゆ
ん

の
み
之こ

れ

を
知し

る
。
準じ

ゆ
ん

開か
い

封ほ
う

府ふ

を
知し

り
し
と
き
、
一い

ち
じ
つ日

、
嘉か

祐い
う

に
問と

ひ
て
曰い

は
く
、「
外ぐ

わ
い

間か
ん

準じ
ゆ
ん

を
議ぎ

す
る
こ
と
云い

か
ん何

」
と
。
嘉か

祐い
う

曰い

は
く
、「
外ぐ

わ
い

人じ
ん

皆み
な

丈ぢ
よ
う

人じ
ん

旦た
ん

夕せ
き

入い

り
て
相し

や
う

た
ら
ん
と
云い

ふ
」
と
。
準じ

ゆ
ん

曰い

は
く
、「
吾ご

し子
に
於お

い
て
は
意お

も

ふ
こ
と
何い

か
ん如

」
と
。
嘉か

祐い
う

曰い

は
く
、「
愚ぐ

を
以も

つ

て

之こ
れ

を
観み

る
に
、
丈ぢ

よ
う

人じ
ん

未い
ま

だ
相し

や
う

と
為な

ら
ざ
る
に
若し

か
ず
。
相し

や
う

と
為な

れ
ば
則す

な
は

ち
誉よ

望ば
う

損そ
こ

な
は
れ
ん
」
と
。
準じ

ゆ
ん

曰い

は
く
、「
何な

ん

の
故ゆ

ゑ

ぞ
」
と
。
嘉か

祐い
う

曰い

は
く
、「
古

い
に
し
へ

よ
り
賢け

ん

相し
や
う

の
能よ

く

功こ
う

業げ
ふ

を
建た

て
生せ

い
み
ん民

を
沢た

く

す
る
所ゆ

ゑ
ん以

は
、
其そ

の
君く

ん
し
ん臣

相あ

ひ
得う

る
こ
と
皆み

な

魚う
を

の
水み

づ

有あ

る
が
ご
と
け
れ
ば
な
り
。
故ゆ

ゑ

に
言げ

ん

聴き

か
れ
計け

い

従し
た
が

は
れ
、
而し

か

し
て
功こ

う

名み
や
う

倶と
も

に
美び

な
り
。
今い

ま

丈ぢ
よ
う

人じ
ん

天て
ん

下か

の
重ぢ

ゆ
う

望ば
う

を
負お

ひ
、
相し

や
う

た
れ
ば
則す

な
は

ち
中ち

ゆ
う

外ぐ
わ
い

太た
い

平へ
い

を
以も

つ

て
責も

と

め
ん
。
丈ぢ

よ
う

人じ
ん

の
明め

い
し
ゆ主

に
于お

け
る
や
、
能よ

く
魚う

を

の
水み

づ

有あ

る
が
ご
と
き
か
。
嘉か

祐い
う

の
誉よ

望ば
う

の
損そ

こ

な
は
れ
ん
こ
と
を
恐お

そ

る
る
所ゆ

ゑ
ん以

な
り
」
と
。
準じ

ゆ
ん

喜よ
ろ
こ

び
、
起た

ち
て
其そ

の
手て

を
執と

り
て
曰い

は
く
、「
元げ

ん

之し

は
文ぶ

ん

章し
や
う

は
天て

ん

下か

に
冠く

わ
ん

た
り
と
雖い

へ
ど

も
、
深し

ん
し
き
ゑ
ん
り
よ

識
遠
慮
に
至い

た

り
て
は
、
殆ほ

と
ん

ど
吾ご

し子
に
勝ま

さ

る
能あ

た

は
ざ
る
な
り
」
と
。

［
通　

釈
﹈

　

王
嘉
祐
は
、（
北
宋
の
著
名
な
文
人
で
あ
る
）
王
禹
偁
の
子
で
あ
る
。
嘉
祐
は
ふ
だ
ん
は
愚
か
な
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
ひ
と
り
寇
準
だ
け
は
彼
が
決
し
て
愚
か
な
人
物
で
は
な
い
こ

と
を
知
っ
て
い
た
。
寇
準
が
開
封
府
の
知
事
を
務
め
て
い
た
頃
、
あ
る
日
、
嘉
祐
に
尋
ね
て
言
っ
た
、「
世
間
で
は
私
の
こ
と
を
ど
う
論
評
し
て
い
る
か
」
と
。
嘉
祐
は
言
っ
た
、「
世

間
の
人
た
ち
は
皆
、
あ
な
た
は
間
も
な
く
朝
廷
に
入
っ
て
役
職
に
就
き
、
宰
相
に
な
る
だ
ろ
う
と
言
っ
て
い
ま
す
」
と
。
寇
準
は
言
っ
た
、「
あ
な
た
と
し
て
は
ど
う
思
う
か
」
と
。

嘉
祐
は
言
っ
た
、「
私
が
思
い
ま
す
に
は
、
あ
な
た
は
ま
だ
宰
相
と
な
ら
な
い
ほ
う
が
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
。
も
し
、
あ
な
た
が
宰
相
と
な
れ
ば
、
あ
な
た
の
名
声
は
損
な
わ
れ
る
で

し
ょ
う
」
と
。
寇
準
は
言
っ
た
、「（
そ
れ
は
）
ど
う
し
て
か
」
と
。
嘉
祐
は
（
答
え
て
）
言
っ
た
、「
昔
か
ら
、
賢
相
が
功
績
を
打
ち
立
て
人
民
に
恩
恵
を
施
す
（
よ
う
な
施
策
を
行

う
）
こ
と
が
で
き
る
わ
け
は
、
君
主
と
（
宰
相
た
る
）
臣
下
と
が
（
深
く
）
理
解
し
合
う
こ
と
が
、
皆
、
魚
に
と
っ
て
水
が
必
要
で
あ
る
よ
う
な
、
極
め
て
良
好
な
関
係
に
な
っ
て
い

る
か
ら
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
宰
相
の
進
言
は
君
主
に
聞
き
入
れ
ら
れ
、
宰
相
の
立
て
る
計
画
も
君
主
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
、
功
績
と
名
誉
が
と
も
に
賛
美
さ
れ
る
も
の
と
な
る
の
で
す
。

今
、
あ
な
た
は
天
下
の
人
々
の
大
き
な
期
待
を
背
負
い
、
宰
相
と
な
れ
ば
国
中
の
人
々
が
（
あ
な
た
の
力
に
よ
る
）
太
平
を
望
む
で
し
ょ
う
。（
し
か
し
、
今
）
あ
な
た
は
君
主
に

と
っ
て
、
魚
に
と
っ
て
水
が
必
要
で
あ
る
よ
う
な
存
在
で
あ
り
得
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。（
こ
れ
が
）
私
が
あ
な
た
の
名
声
が
損
な
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
危
惧
す
る
理
由
で
ご
ざ

い
ま
す
」
と
。（
そ
れ
を
聞
い
て
）
寇
準
は
喜
び
、
立
ち
上
が
っ
て
嘉
祐
の
手
を
と
っ
て
言
っ
た
、「（
あ
な
た
の
父
の
）
元
之
は
文
章
に
お
い
て
は
天
下
第
一
で
は
あ
る
が
、
見
識
や

思
慮
の
深
遠
さ
に
至
っ
て
は
、
お
そ
ら
く
あ
な
た
に
は
か
な
わ
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
。
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［
解　

説
﹈

問
１　

語
の
意
味
の
判
断
の
組
合
せ
問
題　
　

基
礎

二
重
傍
線
部
Ｘ
「
議
」、
Ｙ
「
沢
」
の
意
味
の
組
合
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
一
つ
選
べ
。

　

二
カ
所
の
二
重
傍
線
部
の
語
（
漢
字
）
の
意
味
の
判
断
の
問
題
で
あ
る
が
、
か
つ
て
の
傾
向
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
字
を
含
む
熟
語
が
並
べ
ら
れ
た
選
択
肢
か
ら
答
を
選
ぶ

形
が
多
か
っ
た
。
今
回
は
辞
書
的
な
意
味
が
並
ん
で
い
る
中
か
ら
答
を
さ
ぐ
る
と
い
う
形
で
あ
る
。

　

Ｘ
「
議
」、
Ｙ
「
沢
」
と
も
に
送
り
仮
名
が
な
い
分
、
や
や
面
倒
に
見
え
る
が
、
い
ず
れ
も
サ
変
動
詞
「
議ぎ

す
」「
沢た

く

す
」
で
、
文
中
で
は
Ｘ
は
「
議
す
る
こ
と
」、
Ｙ
は
「
沢

す
る
」
と
読
む
。

　

Ｘ
「
議
」
の
字
義
と
し
て
は
、
1
「
相
談
す
る
」、
2
「
非
難
す
る
」、
3
「
論
評
す
る
」、
5
「
批
判
す
る
」
は
Ｏ
Ｋ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
寇
準
が
嘉
祐
に
、「
外
間
準

を
議
す
る
こ
と
を
云い

か
ん何

（
＝
世
間
で
は
私
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
「
議
」
し
て
い
る
か
）」
と
尋
ね
た
文
中
に
あ
り
、
こ
の
問
い
に
対
し
て
、
嘉
祐
が
、「
外
人
皆
丈ぢ

よ
う

人じ
ん

旦た
ん
せ
き夕

入い

り
て
相し

や
う

た
ら
ん
と
云い

ふ
（
＝
世
間
の
人
々
は
皆
、
あ
な
た
が
は
間
も
な
く
朝
廷
に
入
っ
て
役
職
に
就
き
、
宰
相
に
な
る
だ
ろ
う
と
言
っ
て
い
ま
す
）」
と
答
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、

世
間
が
1
「
相
談
」
し
て
い
る
か
を
尋
ね
て
い
る
の
で
は
な
く
、
2
「
非
難
」・
5
「
批
判
」
の
よ
う
に
マ
イ
ナ
ス
評
価
を
し
て
い
る
か
を
尋
ね
て
い
る
の
で
も
な
い
こ
と
が

わ
か
る
。
文
脈
だ
け
な
ら
、
4
の
「
礼ら

い
さ
ん賛

す
る
」
は
あ
て
は
ま
り
そ
う
で
あ
る
が
、「
議
」
の
字
義
と
し
て
そ
ぐ
わ
な
い
。
よ
っ
て
、
正
解
は
3
「
論
評
す
る
」
で
あ
る
。

　

Ｙ
「
沢
」
の
3
は
「
恩
恵
を
施
す
」
で
あ
る
。「
沢
す
」
は
、
動
詞
と
し
て
は
「
う
る
お
す
」
で
、「
ぬ
ら
す
。
し
め
ら
せ
る
」「
め
ぐ
む
。
恩
恵
を
ほ
ど
こ
す
」
意
が
あ
る
。

「
沢た

く

雨う

（
＝
万
物
を
う
る
お
す
よ
い
雨
）」「
恩お

ん
た
く沢
（
＝
め
ぐ
み
。
い
つ
く
し
み
）」
な
ど
の
「
沢
」
が
こ
の
意
味
で
あ
る
。「
賢
相
」
が
「
功
業
を
建
て
生
民
を
沢
す
る
」
と
い
う

文
脈
か
ら
も
、
3
の
「
恩
恵
を
施
す
」
に
矛
盾
は
な
い
。
1
「
水
を
用
意
す
る
」、
2
「
田
畑
を
与
え
る
」、
4
「
物
資
を
供
給
す
る
」
の
よ
う
な
具
体
的
な
意
味
は
な
い
し
、

5
「
愛
情
を
注
ぐ
」
は
意
味
的
に
は
近
い
が
、
為
政
者
と
し
て
人
民
に
…
と
い
う
上
か
ら
感
に
欠
け
る
。

　

正
解　

29　

3　
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問
2　

短
い
傍
線
部
の
語
句
の
解
釈
の
問
題　
　

Ⅰ　

基
礎　
　

Ⅱ　

基
礎

波
線
部
Ⅰ
「
知
レ

之
」・
Ⅱ
「
知
二
開
封
府
一
」
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。

　

短
い
と
は
い
え
、
こ
の
問
い
も
、
波
線
部
の
送
り
仮
名
が
省
か
れ
て
い
る
。

　

Ⅰ
「
知
レ

之
」
は
「
之こ

れ

を
知
る
」
で
あ
る
。「
知
る
」
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
選
択
肢
が
「
知
っ
て
い
た
」
と
共
通
し
て
い
る
か
ら
、
問
題
は
「
之こ

れ

」
と
い
う
指
示
語
の
内
容

で
あ
る
。

　
「
嘉
祐
は
平
時
は
愚ぐ

駭が
い

の
ご
と
き
も3

、
独
り
寇
準
の
み
之こ

れ

を
知
る
（
＝
嘉
祐
は
ふ
だ
ん
は
愚
か
な
よ
う
で
あ
っ
た
が3

、
ひ
と
り
寇
準
だ
け
は
「
之
」
を
知
っ
て
い
た
）」
と
い
う
、

逆
接
の
接
続
助
詞
で
つ
な
が
る
文
脈
で
あ
る
か
ら
、「
之
」
の
内
容
は
「
愚
か
で
な
い
こ
と
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
す
る
と
、「
愚
か
で
あ
る
こ
と
」
に
な
っ
て
い
る
3

・
4
は
消
去
で
き
る
。
ま
た
、
こ
こ
は
、「
愚
か
」
か
「
愚
か
で
な
い
」
か
が
ポ
イ
ン
ト
な
の
で
あ
る
か
ら
、（
注
2
）
に
父
の
王
禹
偁
が
「
著
名
な
文
人
」
で
あ
る
こ
と
に
は

触
れ
て
は
あ
る
が
、
5
の
「
文
才
」
云う

ん
ぬ
ん々

も
、
こ
こ
で
は
関
係
な
い
。
あ
と
は
1
か
2
で
あ
る
が
、
こ
と
あ
と
の
本
文
の
内
容
か
ら
判
断
し
て
、
2
の
「
乱
世
に
は
非
凡
な

才
能
を
見
せ
る
」
は
妥
当
で
は
な
い
。
Ⅰ
の
正
解
は
1
で
あ
る
。

　

Ⅱ
「
知
二
開
封
府
一
」
の
「
知
」
は
、
古
文
で
も
重
要
単
語
で
あ
る
、「
治
め
る
」
意
味
の
「
知
る
（
領し

る
・
治し

る
）」
で
、「
開
封
府
を
知し

り
し
と
き
」
あ
る
い
は
「
知
れ
り

し
と
き
」
と
読
む
。
あ
る
い
は
、「
知
」
を
「
知
事
。
州
・
県
な
ど
の
長
官
」
の
意
の
名
詞
「
知ち

」
と
と
っ
て
、「
開
封
府
に
知ち

た
り
し
と
き
」
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
。
Ⅱ
の
正

解
は
3
で
あ
る
。

　

正
解　

30　

1　
　

31　

3　

問
3　

傍
線
部
の
書
き
下
し
文
と
解
釈
の
組
合
せ
問
題　
　

ⅰ　

標
準　
　

ⅱ　

標
準

傍
線
部
Ａ
「
丈
人
不
若
未
為
相
。
為
相
則
誉
望
損
矣
」
に
つ
い
て
、
ⅰ
書
き
下
し
文
・
ⅱ
そ
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。

　

近
年
、「
返
り
点
の
付
け
方
」
と
「
書
き
下
し
文
」
の
組
合
せ
問
題
が
頻
出
し
て
い
た
が
、「
書
き
下
し
文
」
と
「
解
釈
」（
今
回
は
そ
れ
ぞ
れ
の
正
答
を
選
ぶ
形
で
は
あ
る
が
）

の
組
合
せ
問
題
も
、
過
去
に
出
題
例
は
多
い
。

　

傍
線
部
は
二
つ
の
文
に
分
か
れ
る
が
、
ま
ず
、
前
半
に
あ
る
、「
不
若
」
に
着
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
「
Ａ
不
レ
若
レ
Ｂ
（
Ａ
ハ
Ｂ
ニ
し
カ
ず
）」
で
、「
Ａ
は
Ｂ
に

は
及
ば
な
い
」「
Ａ
よ
り
も
Ｂ
の
ほ
う
が
よ
い
」
と
訳
す
比
較
の
公
式
で
あ
る
。「
若
」
は
「
如
」
も
用
い
ら
れ
、「
百
聞
不
レ
如
二
一
見
一
（
百
聞
は
一
見
に
如
か
ず
）」
と
い
う
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例
文
で
よ
く
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
傍
線
部
の
場
合
、
Ａ
に
あ
た
る
の
は
直
前
に
あ
る
「
丈
人
」
で
は
な
く
、「
外
人
（
＝
世
間
の
人
々
）」
が
言
っ
て
い
た
、

寇
準
が
「
入
り
て
相
た
ら
ん
」、
つ
ま
り
、「
朝
廷
に
入
っ
て
役
職
に
就
き
、
宰
相
に
な
る
」
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
公
式
ど
お
り
Ａ
に
相
当
す
る
表
現
を
補
え
ば
、
前
半
の
文

は
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　

丈
人
為
レ

相
不
レ
若
レ
未
レ
為
レ
相
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、「
丈
人
〜
に
若
か
ず
」
と
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
ⅰ
の
書
き
下
し
文
に
つ
い
て
は
、
2
か
4
に
な
り
、「
相
」
に
「
な
る
」
ほ
う
が
い
い
の
か
、

「
な
ら
な
い
」
ほ
う
が
い
い
の
か
と
い
う
比
較
で
あ
る
か
ら
、
2
の
よ
う
に
「
相
の
為た

め

に
せ
ざ
る
」
と
読
ん
だ
の
で
は
意
味
が
通
じ
な
い
。
4
の
「
相
と
為
ら
ざ
る
」
の
読
み

方
の
ほ
う
が
正
し
い
。

　

後
半
の
文
の
読
み
方
に
は
、
1
・
3
・
4
の
「
相
と
為
れ
ば

3

3

3

3

3

則
ち
誉
望
損
な
は
れ
ん
と
」
と
、
2
・
5
の
「
相
の
為
に
す
れ
ば

3

3

3

3

3

3

3

則
ち
誉
望
損
な
は
れ
ん
と
」
の
、
3
対
2

の
配
分
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
「
相
の
為
に
す
れ
ば
」
で
は
意
味
が
通
じ
な
い
。
よ
っ
て
、
ⅰ
の
正
解
は
4
で
あ
る
。

　

ⅰ
の
書
き
下
し
文
の
正
解
が
4
と
わ
か
れ
ば
、
そ
の
読
み
方
ど
お
り
の
訳
し
方
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
3
し
か
な
い
。
ⅱ
の
正
解
は
3
。

　

な
お
、
ⅱ
の
選
択
肢
は
、
1
が
ⅰ
の
5
、
2
が
ⅰ
の
2
、
4
が
ⅰ
の
3
、
5
が
ⅰ
の
1
に
合
わ
せ
て
あ
る
。「
〜
ほ
う
が
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
」
と
い
う
比
較
の
訳
し

方
に
な
っ
て
い
る
の
は
2
と
3
で
あ
る
が
、
2
は
「
補
佐
」
が
間
違
っ
て
い
る
。

　

正
解　

32　

4　
　

33　

3　

問
4　

傍
線
部
中
の
語
の
主
体
の
判
断
の
問
題　
　

標
準

傍
線
部
Ｂ
「
言
聴
計
従
」
と
あ
る
が
、
ⅰ
誰
の
「
言
」「
計
」
が
、
ⅱ
誰
に
よ
っ
て
「
聴
か
れ
」「
従
は
れ
」
る
の
か
。
ⅰ
と
ⅱ
と
の
組
合
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の

を
、
一
つ
選
べ
。

　

直
前
部
に
、「
其
の
君
臣
相
ひ
得う

る
こ
と
皆
魚う

を

の
水
有
る
が
ご
と
け
れ
ば
な
り
（
＝
君
主
と
臣
下
と
が
理
解
し
合
う
こ
と
が
、
皆
、
魚
に
と
っ
て
水
が
必
要
で
あ
る
よ
う
な
、

極
め
て
良
好
な
関
係
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
）」
と
あ
り
、
こ
の
場
合
の
「
臣
」
は
も
う
少
し
前
に
あ
る
「
賢
相
（
＝
賢
明
な
宰
相
）」
の
こ
と
で
あ
る
。（
注
13
）
に
あ
る
よ

う
に
、
こ
こ
は
、「
君
臣

3

3

の
関
係
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
ⅰ
の
「
誰
の
『
言
』『
計
』」
が
、
ⅱ
の
「
誰
に
よ
っ
て
『
聴
か
れ
』『
従
は
れ
』
る
」
の
か
は
、
ⅰ
・
ⅱ
の
ど
ち
ら
が
「
君
」
で
、
ど
ち
ら
が
「
臣
」
か
と
い
う
問

題
に
な
る
。

ル
ハ

ト
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と
す
る
と
、
1
の
「
ⅰ
丈
人
、
ⅱ
相
」
で
は
ど
ち
ら
も
「
臣
」
で
あ
り
、
2
・
5
の
よ
う
に
「
生
民
（
注
12
「
人
々
」）」
が
入
っ
て
い
る
の
は
間
違
い
に
な
る
の
で
、
選

択
肢
は
3
か
4
に
絞
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
魚
の
水
有
る
が
ご
と
し
」
は
、『
三
国
志
』
の
時
代
の
蜀し

よ
く

の
劉り

ゆ
う

備び

（
君
主
）
が
諸し

よ
か
つ
こ
う
め
い

葛
孔
明
（
賢
相
）
の
こ
と
を
、「
狐こ

の
孔
明
有
る
は
、
猶な

ほ
魚
の
水
有
る
が

ご
と
し
（
＝
私
に
と
っ
て
諸
葛
孔
明
が
い
て
く
れ
る
の
は
、
あ
た
か
も
魚
に
と
っ
て
水
が
あ
る
よ
う
な
も
の
だ
）」
と
言
っ
た
と
い
う
有
名
な
話
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
こ
こ
か

ら
「
水す

い

魚ぎ
よ

の
交ま

じ
わ

り
」
と
い
う
語
が
生
ま
れ
、
本
来
的
に
は
親
密
な
君
臣
関
係
の
こ
と
で
あ
る
が
、
一
般
に
、「
刎ふ

ん
け
い頸

の
交
わ
り
」
や
「
管か

ん
ぽ
う鮑

の
交
わ
り
」
な
ど
と
同
じ
く
、
友
情

の
親
密
さ
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
劉
備
の
言
に
よ
れ
ば
、
君
主
で
あ
る
劉
備
が
「
魚
」
で
、
臣
下
の
賢
相
で
あ
る
諸
葛
孔
明
が
「
水
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
魚
」
は
「
水
」

が
な
け
れ
ば
生
き
ら
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
劉
備
は
そ
れ
だ
け
諸
葛
孔
明
の
こ
と
を
大
切
に
し
、
自
分
を
へ
り
下
ら
せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
う
し
た
こ
と
も
ふ
ま
え
れ
ば
、
こ
の
傍
線
部
は
、「
臣
下
」
の
「
言
」「
計
」
が
、「
君
」
に
よ
っ
て
「
聴
か
れ
」「
従
わ
れ
」
る
と
と
る
こ
と
に
な
る
。「
君
臣
の
関
係
が
極

め
て
良
好
」
で
あ
れ
ば
、「
臣
」
の
「
言
」
も
「
君
」
に
「
聴
」
き
入
れ
ら
れ
、「
臣
」
の
進
言
す
る
「
計
」
に
つ
い
て
も
「
君
」
に
「
従
」
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ⅰ
が
「
臣
」、
ⅱ
が
「
君
」
の
側
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
正
解
は
3
で
あ
る
。

　

正
解　

34　

3　

問
5　

傍
線
部
の
理
由
説
明
の
問
題　
　

応
用

傍
線
部
Ｃ
「
嘉
祐
所
三
以
恐
二
誉
望
之
損
一
也
」
と
あ
る
が
、
王
嘉
祐
が
そ
の
よ
う
に
述
べ
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
べ
。

　

傍
線
部
そ
の
も
の
は
、「（
こ
れ
が
）
私
が
あ
な
た
の
名
声
が
損
な
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
危き

ぐ惧
す
る
理
由
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　

選
択
肢
前
半
に
、
2
対
2
対
1
の
配
分
が
あ
る
こ
と
に
着
眼
す
る
。

　

1
・
5
は
、「
宰
相
は
…
…
」

　

2
・
4
は
、「
人
々
は
…
…
」

　

3
だ
け
が
、「
皇
帝
は
…
…
」

で
あ
る
。「
寇
準
に
対
し
て
天
下
を
太
平
に
し
て
ほ
し
い
と
期
待
す
る
」
の
は
、
2
・
4
の
「
人
々
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
文
の
「
今
丈
人
天
下
の
重
望
を
負
ひ
、
相
た
れ

ば
則
ち
中ち

ゆ
う

外ぐ
わ
い

太
平
を
以
て
責も

と

め
ん
（
＝
今
あ
な
た
は
天
下
の
人
々
の
大
き
な
期
待
を
背
負
い
、
宰
相
と
な
れ
ば
国
中
の
人
々
が｟
あ
な
た
の
力
に
よ
る
｠太
平
を
望
む
で
し
ょ

う
）」
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
こ
の
「
天
下
」「
中
外
」
は
、「
外ぐ

わ
い

人じ
ん

皆
丈
人
旦た

ん
せ
き夕

入
り
て
相
た
ら
ん
と
云
ふ
（
＝
世
間
の
人
々
は
皆
あ
な
た
は
間
も
な
く
朝
廷
に
入
っ
て
役
職
に
就
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き
、
宰
相
に
な
る
だ
ろ
う
と
言
っ
て
い
ま
す
）」
の
「
外
人
（
＝
世
間
の
人
々
）」
で
も
あ
る
。
よ
っ
て
、
答
は
2
・
4
の
ど
ち
ら
か
に
な
る
。

　

後
半
に
つ
い
て
は
、「
丈
人
の
明
主
に
于お

け
る
や
、
能よ

く
魚
の
水
有
る
が
ご
と
き
か
（
＝
あ
な
た
は
君
主
に
と
っ
て
、
魚
に
と
っ
て
水
が
必
要
で
あ
る
よ
う
な
存
在
で
あ
り
得

て
い
る
で
し
ょ
う
か
）」、
も
し
そ
う
で
な
か
っ
た
ら
、
あ
な
た
の
「
誉
望
が
損
な
は
れ
ん
こ
と
を
恐
」
れ
る
、
と
嘉
祐
は
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
4
の
「
も
し

寇
準
が
皇
帝
の
意
向
に
従
っ
て
し
ま
え
ば
」
で
は
な
く
、
2
の
「
も
し
寇
準
が
皇
帝
と
親
密
な
状
態
に
（
＝
つ
ま
り
「
魚
の
水
有
る
が
ご
と
き
」
状
態
に
）
な
れ
な
け
れ
ば
」

の
ほ
う
が
正
し
い
。
そ
の
よ
う
な
「
良
好
な
関
係
」
に
な
れ
な
い
と
、「
言
」
は
「
聴
か
れ
」
ず
、「
計
」
は
「
従
わ
れ
」
な
く
な
り
、「
功
業
を
建
て
」
る
こ
と
も
、「
生
民
を
沢

す
る
」
こ
と
も
で
き
な
く
な
り
、「
太
平
は
実
現
さ
れ
」
な
く
な
り
、
人
々
の
「
期
待
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
」
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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3　

問
6　

傍
線
部
の
内
容
説
明
、
及
び
本
文
全
体
の
主
旨
の
問
題　
　

応
用

傍
線
部
Ｄ
「
殆
不
レ
能
レ
勝
二
吾
子
一
也
」
と
あ
る
が
、
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
一
つ
選
べ
。

　

ま
ず
、
傍
線
部
Ｄ
を
、
直
前
部
の
寇
準
の
言
葉
の
冒
頭
か
ら
見
て
み
る
と
、「
元げ

ん

之し

は
文
章
は
天
下
に
冠く

わ
ん

た
り
と
雖い

へ
ど

も
、
深
識
遠
慮
に
至
り
て
は
、
殆ほ

と
ん

ど
吾ご

し子
に
勝ま

さ

る
能
は

ざ
る
な
り
」、
つ
ま
り
、「（
あ
な
た
の
父
の
）
元
之
（
＝
王
禹
偁
）
は
文
章
に
お
い
て
は
天
下
第
一
で
は
あ
る
が
、
見
識
や
思
慮
の
深
さ
に
至
っ
て
は
、
お
そ
ら
く
あ
な
た
に
は

か
な
わ
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
言
っ
て
い
る
。

　

選
択
肢
後
半
の
、「
父
の
王
禹
偁
」
が
「
王
嘉
祐
」
に
か
な
わ
な
い
の
は
ど
の
よ
う
な
点
で
あ
る
か
の
説
明
と
し
て
は
、
4
の
「
見
識
の
高
さ
と
い
う
点
で
は
」
が
、
1
の

「
政
治
家
と
し
て
の
思
考
の
適
切
さ
」（
そ
も
そ
も
嘉
祐
は
「
政
治
家
」
で
も
な
い
）、
2
の
「
意
志
の
強
さ
」、
3
の
「
歴
史
に
つ
い
て
の

3

3

3

3

3

3

3

知
識
の
深
さ
」、
5
の
「
言
動
の
慎

重
さ
」
な
ど
よ
り
も
妥
当
で
あ
る
。

　

選
択
肢
前
半
部
は
、
本
文
に
あ
る
こ
と
と
の
内
容
合
致
と
言
っ
て
よ
い
。
4
の
「
王
嘉
祐
は
皇
帝
と
宰
相
の
政
治
的
関
係
を
深
く
理
解
し
」
は
、
君
臣
関
係
が
「
魚
の
水
有

る
が
ご
と
き
」
良
好
な
状
態
に
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
宰
相
の
「
言
・
計
」
が
君
主
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
い
い
政
治
が
行
え
る
の
だ
と
語
っ
た
こ
と
に
相
当
し
、「
寇
準
の
今
後
の

進
退
に
つ
い
て
的
確
に
進
言
し
て
い
る
」
は
、
嘉
祐
が
寇
準
に
、
問
3
に
な
っ
て
い
る
傍
線
部
Ａ
で
、「
丈
人
未
だ
相
と
為
ら
ざ
る
に
若
か
ず
。
相
と
為
れ
ば
則
ち
誉
望
損
な
は

れ
ん
」
と
い
う
進
言
を
し
た
こ
と
に
相
当
し
て
い
て
、
間
違
い
が
な
い
。

　

1
は
、「
宰
相
が
…
…
ど
の
よ
う
に
人
々
と
向
き
合
う
べ
き
か
」
が
間
違
い
。

　

2
は
、「
世
間
の
意
見
の
大
勢
に
は
っ
き
り
と
反
対
し
て
い
る
」
が
間
違
い
。
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3
は
、「
古
代
の
宰
相
の
功
績
を
参
考
に
し
て
い
る
」
が
間
違
い
。

　

5
は
、「
…
も
の
の
、
…
」
で
つ
な
が
れ
て
い
る
逆
接
の
感
覚
が
微
妙
で
あ
り
、
後
半
も
含
め
た
全
体
が
間
違
っ
て
い
る
。
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