
二
〇
二
三
年
度

大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト

解
説
︿
古
典
﹀

第
�

問

古
文

﹃
俊と

し

頼よ
り

髄ず
い

脳の
う

﹄
・
﹃
散さ

ん

木ぼ
く

奇き

歌か

集
し
ゆ
う

﹄

﹇
出

典
﹈

﹃
俊
頼
髄
脳
﹄
は
、
平
安
時
代
後
期
の
歌
人

源
み
な
も
と
の

俊と
し

頼よ
り

︵
第
五
勅

和
歌
集
﹃
金き

ん

葉よ
う

和
歌
集
﹄
の

者
︶
が
、
関
白
藤
原
忠た

だ

実ざ
ね

の
依
頼
で
、
そ
の
娘
勲く

ん

子し

︵
後
に
泰
子
・
鳥
羽
上
皇

皇
后
︶
の
た
め
に
作
歌
の
手
引
書
と
し
て
著
し
た
歌
論
書
で
、
和
歌
の
効
用
、
詠
み
方
、
秀
歌
の
例
、
歌
語
の
由
来
や
伝
承
、
歌
人
や
和
歌
に
関
す
る
説
話
な
ど
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

入
試
問
題
と
し
て
は
、
説
話
的
内
容
の
箇
所
が
出
題
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
今
回
本
文
と
さ
れ
て
い
る
の
も
、
歌
人
良

り
よ
う

暹ぜ
ん

を
め
ぐ
る
説
話
的
内
容
で
あ
る
。

一
方
、
問
�

に
あ
る
﹃
散
木
奇
歌
集
﹄
は
、
源
俊
頼
が
自
ら
の
歌
を

ん
で
編
ん
だ
私
家
集
で
あ
る
。
俊
頼
は
、
若
い
時
は
楽が

く

人じ
ん

︵
音
楽
家
︶
と
し
て
活
躍
し
た
人
で
あ
っ
た
が
、

後
に
は
堀
河
上
皇
を
中
心
と
す
る
歌
壇
の
中
心
人
物
と
な
っ
た
人
で
、
自
身
が

者
で
あ
る
﹃
金
葉
和
歌
集
﹄
と
、
第
七
勅

和
歌
集
﹃
千せ

ん

載ざ
い

和
歌
集
﹄︵

者
は
藤
原
俊
成
︶
で
入

集
歌
数
最
多
歌
人
と
な
っ
て
い
る
。
歌
風
は
、
俗
語
を
用
い
る
な
ど
、
革
新
的
歌
風
と
言
わ
れ
る
。

﹇
通

釈
﹈

︻
本

文
︼﹃
俊
頼
髄
脳
﹄

宮
司
﹇
＝
皇
后
に
仕
え
る
役
人
﹈
た
ち
が
集
ま
っ
て
、
船
を
ど
う
し
よ
う
か
︵
と
相
談
し
︶、
紅
葉
を
た
く
さ
ん
取
り
に
行
か
せ
て
、
︵
そ
の
紅
葉
で
︶
船
の
屋
形
﹇
＝
船
の
上
に
設

け
た
家
の
形
を
し
た
も
の
﹈
に
飾
り
付
け
て
、
船
の
漕
ぎ
手
は
侍
﹇
＝
従
者
﹈
の
若
い
よ
う
な
者
を
指
名
し
て
い
た
の
で
、
急
い
で
︵
そ
の
者
た
ち
の
︶
狩
袴
を
︵
紅
葉
に
合
わ
せ
た

色
に
︶
染
め
る
な
ど
し
て
き
ら
び
や
か
に
準
備
を
し
た
。
そ
の
︵
船
遊
び
の
︶
日
に
な
っ
て
、
人
々
が
、
皆
集
ま
っ
た
。︵
高
貴
な
方
々
が
︶﹁
御
船
は
準
備
し
た
の
か
﹂
と
お
尋
ね
に

な
っ
た
と
こ
ろ
、︵
宮
司
は
︶﹁
す
べ
て
用
意
し
て
あ
り
ま
す
﹂
と
申
し
上
げ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
時
刻
に
な
っ
て
、︵
築
島
の
︶
島
陰
か
ら
漕
ぎ
出
て
来
た
の
を
見
る
と
、
な
に
か
ら

な
に
ま
で
、
ひ
た
す
ら
照
り
輝
く
よ
う
に
磨
き
上
げ
た
船
を
二
艘
、
飾
り
立
て
て
出
て
き
た
様
子
は
、
た
い
そ
う
見
事
な
も
の
で
あ
っ
た
。

︵
高
貴
な
︶
人
々
は
、
皆
︵
二
艘
の
船
に
︶
分
乗
し
て
、
管
絃
の
楽
器
な
ど
を
、
皇
后
様
か
ら
お
借
り
し
て
、
そ
の
楽
器
を
担
当
す
る
人
々
を
、︵
船
の
︶
前
方
に
配
置
し
て
、
徐
々

に
船
を
動
か
す
う
ち
に
︵
船
は
庭
の
南
側
に
回
り
込
み
︶、
南
の
普
賢
堂
で
、
宇
治
の
僧
正
﹇
＝
覚
円
・
皇
后
の
兄
﹈
が
、
│
│
︵
当
時
は
ま
だ
︶﹁
僧
都
の
君
﹂
と
お
呼
び
申
し
上
げ

て
い
た
時
で
│
│
、︵
妹
君
の
た
め
に
︶
御
修
法
﹇
＝
加
持
祈
禱
﹈
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
﹇
＝
盛
大
な
船
遊
び
﹈
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
多
く
の
僧
た
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ち
が
、
長
老
の
僧
も
、
若
い
僧
も
、
集
ま
っ
て
、︵
見
物
し
よ
う
と
、
普
賢
堂
の
前
の
︶
庭
に
並
ん
で
座
っ
て
い
た
。
︵
そ
れ
ば
か
り
か
、
召
し
使
い
の
︶
稚
児
や
従
者
の
法
師
に
至
る

ま
で
、
花
模
様
の
刺
繍
の
つ
い
た
装
束
を
着
て
、︵
僧
た
ち
の
︶
後
方
に
下
が
り
な
が
ら
、
群
が
っ
て
座
っ
て
い
た
。

そ
の
︵
僧
た
ち
の
︶
中
に
、
良
暹
と
い
う
歌
僧
が
い
た
の
を
、
殿
上
人
た
ち
が
、︵
以
前
か
ら
︶
見
知
っ
て
い
た
の
で
、
﹁
︵
こ
の
中
に
︶
良
暹
が
お
り
ま
す
か
﹂
と
尋
ね
た
。
良
暹

が
、
目
を
細
め
て
笑
っ
て
、
平
伏
し
て
控
え
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
側
に
若
い
僧
が
お
り
ま
し
た
が
、︵
そ
の
者
が
こ
れ
に
︶
気
づ
き
、
﹁
さ
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
﹇
＝
良
暹
は
お
り
ま

す
﹈﹂
と
申
し
上
げ
た
の
で
、︵
殿
上
人
は
︶﹁
彼
を
、
船
に
呼
び
乗
せ
な
さ
っ
て
、
連
歌
な
ど
を
さ
せ
る
よ
う
な
趣
向
は
、
ど
う
だ
ろ
う
か
﹂
と
、
も
う
一
つ
の
船
に
乗
る
人
々
に
相

談
し
ま
し
た
。
す
る
と
、︵
人
々
は
︶﹁
ど
う
だ
ろ
う
か
。︵
そ
の
よ
う
な
卑
し
い
者
を
こ
の
船
に
乗
せ
る
こ
と
は
︶
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
後
世
の
人
が
、﹃
き
っ
と
そ
ん
な
こ
と
は
し

な
く
て
も
よ
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
よ
﹄
と
申
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
﹂
な
ど
と
言
っ
た
の
で
、
そ
れ
も
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
で
、
︵
良
暹
を
船
に
は
︶
乗
せ
な
い
で
、
﹁
た
だ
そ
の
場
に

い
る
ま
ま
で
連
歌
な
ど
を
さ
せ
よ
う
﹂
な
ど
と
決
め
て
、︵
良
暹
が
い
る
場
所
の
︶
近
く
に
船
を
漕
ぎ
寄
せ
て
、﹁
良
暹
よ
、
こ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
連
歌
な
ど
を
詠
ん
で
献
上
せ
よ
﹂

と
、
人
々
は
申
し
上
げ
な
さ
っ
た
。
す
る
と
、︵
良
暹
も
︶
さ
す
が
の
人
物
で
、
│
│
も
し
か
す
る
と
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
用
意
し
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
│
│
、︵
そ
れ
を
︶
聞
い
た
と
こ
ろ
、
す
ぐ
に
間
も
な
く
側
の
僧
に
何
か
も
の
を
言
っ
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
僧
が
、
も
っ
た
い
ぶ
っ
て
船
の
方
に
近
づ
い
て
行
っ
て
、

﹁
も
み
ぢ
葉
の
＝
…
(屋
形
の
︶
紅
葉
が
焦
が
れ
﹇
＝
焦
げ
る
よ
う
に
色
づ
き
﹈、
漕
が
れ
て
行
く
の
が
見
え
る
︵
素
晴
ら
し
い
︶
御
船
で
あ
る
よ
。

と
申
し
て
お
り
ま
す
﹂
と
申
し
あ
げ
て
、︵
も
と
い
た
場
所
に
︶
戻
っ
た
。

人
々
は
、
こ
れ
を
聞
い
て
、
各
船
に
知
ら
せ
て
、
付
句
を
詠
も
う
と
し
た
が
︵
詠
む
こ
と
が
で
き
ず
︶
遅
か
っ
た
の
で
、
船
を
漕
ぐ
と
も
な
く
︵
流
し
て
︶、
少
し
ず
つ
築
島
︵
の

周
囲
︶
を
廻
っ
て
、
一
周
す
る
あ
い
だ
に
、
句
を
付
け
て
言
お
う
と
し
た
が
、︵
そ
れ
で
も
︶
付
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
何
も
し
な
い
ま
ま
む
な
し
く
︵
そ
の
一
周
も
︶
過
ぎ
て
し

ま
っ
た
。﹁
ど
う
し
た
﹂﹁
遅
い
ぞ
﹂
と
、
互
い
に
船
同
士
言
い
争
っ
て
、
二
周
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
も
な
お
、
付
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
船
を
漕
が
ず
に
、
島
の
陰
で
、

﹁
ど
う
考
え
て
も
よ
く
な
い
こ
と
だ
、
こ
の
連
歌
を
今
も
っ
て
付
け
ら
れ
な
い
で
い
る
の
は
。
日
は
す
っ
か
り
暮
れ
て
し
ま
っ
た
。
ど
う
し
よ
う
﹂
と
、
今
は
も
う
、
付
句
を
詠
も
う

と
い
う
気
も
な
く
な
っ
て
、
付
け
ら
れ
ず
に
そ
れ
き
り
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
を
嘆
く
う
ち
に
、︵
呆
然
と
し
て
︶
何
も
考
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

大
げ
さ
に
管
絃
の
楽
器
を
皇
后
か
ら
お
借
り
し
て
船
に
乗
せ
て
い
た
の
も
、
少
し
も
か
き
鳴
ら
す
人
も
な
く
、
弾
か
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
︵
皆
で
︶
あ
れ

こ
れ
言
っ
て
い
る
う
ち
に
、
普
賢
堂
の
前
に
大
勢
集
ま
っ
て
い
た
人
々
も
、
皆
立
ち
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
人
々
は
、
船
か
ら
降
り
て
︵
皇
后
の
︶
御
前
で
管
絃
の
遊
び
を
し
よ
う
な
ど

と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
こ
の
こ
と
が
思
う
よ
う
に
い
か
な
か
っ
た
こ
と
で
︵
興
も
さ
め
て
︶、
皆
逃
げ
る
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
立
ち
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
宮
司
は
、︵
い
ろ
い
ろ
と
催
し

の
︶
準
備
を
し
て
い
た
け
れ
ど
、︵
す
べ
て
︶
無
駄
に
な
っ
て
︵
予
定
通
り
に
進
め
る
こ
と
も
な
く
︶
そ
れ
き
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

︻
問
�

引
用
文
︼
﹃
散
木
奇
歌
集
﹄

人
々
が
大
勢
、
八
幡
の
御
神
楽
﹇
＝
石
清
水
八
幡
宮
に
お
け
る
歌
舞
の
催
し
﹈
に
参
上
し
た
折
に
、
催
し
が
終
わ
っ
て
、
そ
の
翌
日
、
別
当
法
印
﹇
＝
石
清
水
八
幡
宮
の
長
官
﹈
で
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あ
る
光
清
の
お
堂
の
池
の
釣
殿
﹇
＝
池
に
突
き
出
る
よ
う
に
建
て
ら
れ
て
い
る
建
物
﹈
に
人
々
が
並
び
座
っ
て
宴
を
し
た
時
に
、
︵
光
清
が
︶﹁
私
は
、
連
歌
﹇
＝
短
歌
の
上
句
と
下
句

を
別
々
に
詠
み
合
う
文
芸
﹈
を
作
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
た
っ
た
今
、
連
歌
︵
の
付
句
︶
を
付
け
た
い
﹂
な
ど
と
申
し
ま
し
て
座
っ
て
い
た
の
で
、
型
ど
お
り
に

と
い
う
こ
と
で
︵
我
が
子
息
俊
重
が
︶
申
し
ま
し
た
句
は
、

釣
殿
の
＝
…
釣
殿
の
下
に
は
魚
は
住
ん
で
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

俊
重

光
清
は
し
き
り
に
︵
付
句
を
︶
考
え
た
け
れ
ど
も
、
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
そ
れ
き
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
な
ど
を
、︵
俊
重
が
︶
帰
っ
て
き
て
語
っ
た
の
で
、
た
め
し
に

︵
私
が
付
け
て
み
よ
う
︶
と
い
う
こ
と
で
︵
私
俊
頼
が
詠
ん
だ
句
は
︶、

う
つ
ば
り
の
＝
…
(釣
殿
の
︶
う
つ
ば
り
﹇
＝
屋
根
を
支
え
る
梁
﹈
で
は
な
い
が
、
釣
針
の
姿
が
水
底
に
映
っ
て
見
え
隠
れ
す
る
︵
か
ら
ね
︶。

俊
頼

﹇
解

説
﹈

問
�

語
句
解
釈
の
問
題

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

短
い
語
句
の
意
味
を
問
う
設
問
は
、﹁
セ
ン
タ
ー
試
験
﹂
時
代
に
は
毎
年
度
問
�

で
出
題
さ
れ
て
き
た
も
の
で
、﹁
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
﹂︵
以
下
、
﹁
共
通
テ
ス
ト
﹂︶
に

な
っ
て
も
ひ
き
続
き
出
題
さ
れ
て
い
る
。

�

標
準

﹁
や
う
や
う
さ
し
ま
は
す
程
に
﹂
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

﹁
や
う
や
う
／
さ
し
ま
は
す
／
程
／
に
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
る
。

﹁
や
う
や
う
﹂
は
、﹁
徐
々
に
・
段
々
・
次
第
に
・
少
し
ず
つ
﹂
な
ど
と
訳
す
副
詞
。
こ
れ
が
正
し
い
の
は
、
3

・
4

・
5

。﹁
さ
し
ま
は
す
﹂
は
、
必
修
単
語
で
は
な
い
が
、

本
文
�
行
目
の
﹁
船
さ�

し�

﹂
の
︵
注
︶
に
﹁
船
を
操
作
す
る
人
﹂
と
あ
る
の
で
、﹁
さ�

し�

﹂
は
﹁
船
を
操
作
す
る
﹂
の
意
で
、﹁
さ�

し�

ま
は
す
﹂
で
、︿
船
を
操
作
し
て
、
築
島
の

周
囲
を
廻
ら
せ
る
﹀
こ
と
と
考
え
た
い
。
ち
な
み
に
、
�
行
目
の
﹁
若
か
ら
む
を
さ�

し�

た
り
け
れ
﹂
の
﹁
さ
し
﹂
は
﹁
指
名
す
る
﹂
の
意
の
﹁
指
し
﹂、
�
行
目
の
﹁
さ
し
退
き

つ
つ
﹂
の
﹁
さ
し
﹂
は
接
頭
語
︵
語
調
を
整
え
る
程
度
の
意
味
し
か
な
い
︶
で
、﹁
船
を
操
作
す
る
﹂
の
意
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
4

の
﹁
船
の
方
に
集
ま
る
﹂、
5

の

﹁
演
奏
が
始
ま
る
﹂
の
意
を
﹁
さ
し
ま
は
す
﹂
の
部
分
に
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
こ
れ
で
正
解
は
3

に
決
定
す
る
。
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よ
っ
て
、
正
解
は
3

で
あ
る
。

正
解

3

21

 

標
準

﹁
こ
と
ご
と
し
く
歩
み
よ
り
て
﹂
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

﹁
こ
と
ご
と
し
く
／
歩
み
よ
り
／
て
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
る
。

﹁
歩
み
よ
り
て
﹂
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
の
選
択
肢
も
大
き
く
間
違
っ
て
い
な
い
が
、﹁
そ
の
僧
﹂、
つ
ま
り
、
良
暹
が
詠
ん
だ
句
を
聞
い
た
﹁
か
た
は
ら
の
僧
﹂
︶
が
、
誰
︵
ど

こ
︶
に
﹁
歩
み
よ
﹂
っ
た
の
か
を
考
え
る
と
、﹁
連
歌
な
ど
し
て
参
ら
せ
よ
﹂
と
命
じ
た
﹁
人
々
﹂
の
方
へ
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
﹁
僧
侶
た
ち
の
方
に
﹂
と
し
て
い
る
1

、

﹁
良
暹
の
そ
ば
に
﹂
と
し
て
い
る
3

、﹁
良
暹
の
と
こ
ろ
に
﹂
と
し
て
い
る
5

は
正
し
く
な
い
。
ま
た
、
﹁
こ
と
ご
と
し
く
﹂
は
、﹁
大
げ
さ
だ
・
大
仰
だ
・
仰
々
し
い
﹂
な
ど
と

訳
す
形
容
詞
﹁
こ
と
ご
と
し
﹂
の
連
用
形
。
そ
の
ま
ま
の
訳
語
は
選
択
肢
に
な
い
が
、
4

の
﹁
も
っ
た
い
ぶ
っ
て
﹂
は
﹁
い
か
に
も
仰
々
し
く
振
る
舞
っ
て
・
重
々
し
く
扱
っ

て
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
で
正
解
は
4

に
決
定
す
る
。

よ
っ
て
、
正
解
は
4

で
あ
る
。

正
解

4

22

!

基
礎

﹁
か
へ
す
が
へ
す
も
﹂
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

﹁
か
へ
す
が
へ
す
／
も
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
る
。

﹁
か
へ
す
が
へ
す
﹂
は
、
本
来
は
、
そ
の
ま
ま
﹁
繰
り
返
し
繰
り
返
し
・
何
度
も
何
度
も
﹂
の
意
で
あ
る
か
ら
、
1

﹁
繰
り
返
す
の
も
﹂
が
よ
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
現
在
で

も
﹁
か"

え"

す"

が"

え"

す"

も
残
念
だ
﹂
の
よ
う
に
使
う
﹁
何
度
考
え
て
み
て
も
・
ど
う
考
え
て
も
﹂
の
意
を
表
す
用
法
も
、
古
く
か
ら
、
﹁
か�

へ�

す�

が�

へ�

す�

本
意
な
く
こ
そ
覚
え
侍
れ

︵
＝
ど
う
考
え
て
も
不
本
意
に
思
わ
れ
ま
す
︶﹂︵﹃
竹
取
物
語
﹄︶
の
よ
う
に
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
意
味
の
意
訳
と
い
え
る
﹁
本
当
に
・
ま
っ
た
く
﹂
と
訳
す
べ
き
用
例
も
﹁
か�

へ�
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す�

が�

へ�

す�

感
ぜ
さ
せ
給
ひ
け
る
と
ぞ
︵
＝
本
当
に
感
動
な
さ
っ
た
と
言
う
こ
と
だ
︶﹂︵﹃
徒
然
草
﹄︶
の
よ
う
に
あ
る
。
傍
線
部
は
、
直
後
に
﹁
わ
ろ
き
こ
と
な
り
、
こ
れ
を
今
ま

で
付
け
ぬ
は
︵
＝
よ
く
な
い
こ
と
だ
、
こ
の
連
歌
を
今
も
っ
て
付
け
ら
れ
な
い
で
い
る
の
は
︶﹂
と
あ
り
、
こ
の
意
味
に
ス
ム
ー
ズ
に
つ
な
が
る
﹁
か
へ
す
が
へ
す
﹂
の
訳
語
は

﹁
ど
う
考
え
て
も
﹂
や
﹁
本
当
に
﹂
で
あ
る
。
1

の
﹁
繰
り
返
す
の
も
﹂
で
は
文
脈
に
当
て
は
ま
ら
な
い
。
選
択
肢
で
、
﹁
か
へ
す
が
へ
す
﹂
の
訳
が
正
し
く
、
そ
の
訳
が
文
脈

に
も
当
て
は
ま
る
の
は
2

で
あ
る
。
な
お
、
3

の
﹁
句
を
返
す
﹂、
4

の
﹁
引
き
返
す
﹂、
5

の
﹁
話
し
合
う
﹂
は
、﹁
か
へ
す
が
へ
す
﹂
の
訳
と
し
て
正
し
く
な
く
、
こ
れ
ら

で
は
文
意
も
通
ら
な
い
。

よ
っ
て
、
正
解
は
2

で
あ
る
。

正
解

2

23

問
�

波
線
部
︵
五
箇
所
︶
の
語
句
・
表
現
に
関
す
る
説
明
問
題

標
準

波
線
部
ａ

～
ｅ

に
つ
い
て
、
語
句
と
表
現
に
関
す
る
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

傍
線
部
に
関
し
て
、
語
句
・
表
現
・
内
容
等
、
多
方
面
か
ら
問
う
問
題
で
、﹁
共
通
テ
ス
ト
﹂
に
な
っ
て
出
題
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
新
傾
向
の
問
題
。
こ
れ
ま
で
は
一
箇
所

の
長
い
傍
線
部
に
つ
い
て
問
わ
れ
て
い
た
が
、
本
年
度
は
五
箇
所
に
つ
い
て
問
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
全
て
の
選
択
肢
で
文
法
・
敬
語
に
つ
い
て
問
わ
れ
た
の
も
、﹁
共
通
テ
ス

ト
﹂
に
な
っ
て
始
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。

1

波
線
部
ⓐ
は
﹁
若
か
ら
／
む
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
、﹁
若
い
よ
う
な
﹂
と
直
訳
さ
れ
る
。

﹁
若
か
ら
﹂
は
、
形
容
詞
﹁
若
し
﹂
の
未
然
形
。﹁
む
﹂
は
、
婉
曲
︵
＝
よ
う
な
︶
の
助
動
詞
﹁
む
﹂
の
連
体
形
で
あ
る
。
助
動
詞
﹁
む
﹂
は
、
連
体
形
の
時
に
は
、
多
く
の
場

合
に
婉
曲
を
示
す
。
婉
曲
で
あ
る
か
ら
、﹁
断
定
的
に
記
述
す
る
事
を
避
け
た
表
現
﹂
と
い
う
説
明
は
正
し
い
が
、
﹁
ら
む
﹂
を
現
在
推
量
の
助
動
詞
で
あ
る
と
し
て
い
る
説
明
は

正
し
く
な
い
。

2

波
線
部
ⓑ
は
﹁
さ
／
に
／
侍
り
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
、﹁
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
﹂
と
直
訳
さ
れ
る
。

﹁
さ
﹂
は
、﹁
そ
う
・
そ
の
よ
う
に
﹂
の
意
の
副
詞
。﹁
に
﹂
は
、
断
定
︵
＝
～
だ
︶
の
助
動
詞
﹁
な
り
﹂
の
連
用
形
。﹁
侍
り
﹂
は
、﹁
～
で
す
・
～
ま
す
・
～
ご
ざ
い
ま
す
﹂

な
ど
と
訳
す
、
丁
寧
の
補
助
動
詞
で
あ
る
。
丁
寧
語
は
、
そ
れ
を
話
し
て
い
る
人
︵
話
し
手
︶
か
ら
、
そ
の
話
を
聞
い
て
い
る
人
︵
聞
き
手
︶
に
対
す
る
敬
意
を
示
す
敬
語
で
あ
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る
。
波
線
部
は
、﹁
殿
上
人
﹂
か
ら
﹁
良
暹
は
い
る
か
﹂
と
尋
ね
ら
れ
て
、
良
暹
の
代
わ
り
に
、
側
に
い
た
﹁
若
き
僧
﹂
が
、
﹁
そ
う
で
す
︵
＝
お
り
ま
す
︶﹂
と
答
え
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
﹁
侍
り
﹂
に
は
、
話
し
手
﹁
若
き
僧
﹂
か
ら
、
聞
き
手
﹁
殿
上
人
﹂
へ
の
敬
意
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
、﹁
侍
り
﹂
が
﹁
読
み
手
︵
＝
読
者
︶
へ
の

敬
意
﹂
を
示
し
て
い
る
と
し
て
い
る
説
明
は
正
し
く
な
い
。

3

波
線
部
ⓒ
は
﹁
ま
う
け
／
た
り
／
け
る
／
に
／
や
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
、﹁
用
意
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
﹂
と
直
訳
さ
れ
る
。

﹁
ま
う
け
﹂
は
、﹁
用
意
す
る
・
準
備
す
る
﹂
な
ど
と
訳
す
動
詞
﹁
ま
う
く
︵
設
く
︶﹂
の
連
用
形
。﹁
た
り
﹂
は
、
存
続
︵
＝
～
て
い
る
︶
の
助
動
詞
﹁
た
り
﹂
の
連
用
形
。

﹁
け
る
﹂
は
、
過
去
︵
＝
～
た
︶
の
助
動
詞
﹁
け
り
﹂
の
連
体
形
。﹁
に
や
﹂
は
、
断
定
︵
＝
～
だ
︶
の
助
動
詞
﹁
な
り
﹂
の
連
用
形
﹁
に
﹂
に
、
疑
問
の
係
助
詞
﹁
や
﹂
が
接
続

し
、﹁
や
﹂
に
よ
る
係
り
結
び
の
結
び
﹁
あ
ら
む
﹂
な
ど
が
省
略
さ
れ
て
い
る
状
態
。
結
び
を
補
う
と
﹁
～
に
や
あ
ら
む
﹂
と
な
り
、
﹁
～
で
あ
る
だ
ろ
う
か
﹂
な
ど
と
訳
す
表
現

で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
の
よ
う
に
、
文
中
に
﹁
～
、
│
│
に
や
、
～
﹂
と
い
う
状
態
が
あ
る
場
合
、﹁
│
│
に
や
、﹂
の
箇
所
は
挿
入
句
と
な
っ
て
お
り
、
作
者
や
語
り
手
の
想
像
が
挟
み
込
ま
れ

て
い
る
場
合
が
あ
る
。
こ
こ
も
、
本
来
﹁﹃
良
暹
、
さ
り
ぬ
べ
か
ら
む
連
歌
な
ど
し
て
参
ら
せ
よ
﹄
と
、
人
々
申
さ
れ
け
れ
ば
、
さ
る
者
に
て
、
◆
聞
き
け
る
ま
ま
に
程
も
な
く

か
た
は
ら
の
僧
に
も
の
を
言
ひ
け
れ
ば
︵
＝
要
約
﹃
良
暹
よ
、
適
当
な
連
歌
を
詠
め
﹄
と
人
々
が
言
っ
た
と
こ
ろ
、
良
暹
も
さ
す
が
の
人
で
、
そ
れ
を
聞
い
て
す
ぐ
に
側
の
僧
に

何
か
言
っ
た
︶﹂︵
波
線
部
の
前
後
︶
と
続
く
文
の
途
中
︵
◆
の
箇
所
︶
で
、
そ
の
よ
う
に
素
早
く
良
暹
が
反
応
で
き
た
こ
と
に
つ
い
て
、
作
者
が
﹁
も
し
さ
や
う
の
こ
と
や
あ
る

と
て
、
ま
う
け
た
り
け
る
に
や
︵
＝
も
し
か
す
る
と
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
、
用
意
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︶
﹂
と
感
想
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
3

は
、﹁
や
﹂
の
説
明
も
、﹁
文
中
に
作
者
の
想
像
を
挟
み
込
ん
だ
表
現
に
な
っ
て
い
る
﹂
と
い
う
挿
入
句
の
説
明
も
正
し
い
。

4

波
線
部
ⓓ
は
﹁
今
／
ま
で
／
付
け
／
ぬ
／
は
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
、﹁
今
ま
で
付
け
な
い
こ
と
は
﹂
と
直
訳
さ
れ
る
。

﹁
付
け
﹂
は
、
こ
こ
で
は
連
歌
の
付
句
︵
つ
け
く
︶
を
詠
ん
で
付
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
、
下
二
段
活
用
動
詞
﹁
付
く
﹂
の
未
然
形
か
、
連
用
形
。
﹁
付
け
﹂
が
未
然
形
の
場
合

に
は
、
直
後
の
﹁
ぬ
﹂
は
、
未
然
形
に
接
続
す
る
、
打
消
の
助
動
詞
﹁
ず
﹂
の
連
体
形
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
﹁
付
け
﹂
が
連
用
形
の
場
合
に
は
、
直
後
の
﹁
ぬ
﹂
は
、
連
用
形

に
接
続
す
る
、
完
了
︵
＝
～
て
し
ま
う
・
～
た
︶・
強
意
︵
＝
き
っ
と
・
必
ず
︶
の
助
動
詞
﹁
ぬ
﹂
の
終
止
形
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
も
し
﹁
ぬ
﹂
が
終
止
形
で
あ
れ
ば
、

﹁
ぬ
﹂
の
直
後
で
文
が
終
わ
っ
て
い
る
と
か
、
直
後
に
終
止
形
に
接
続
す
る
助
動
詞
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
は
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
な
い
か
ら
、
助
動
詞
﹁
ぬ
﹂

の
終
止
形
で
は
な
く
、
助
動
詞
﹁
ず
﹂
の
連
体
形
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。﹁
ぬ
﹂
が
連
体
形
で
あ
る
か
ら
、
﹁
今
ま
で
付
け
な
い
こ"

と"

は
﹂
の
よ
う
に
、﹁
ぬ
﹂
の
後
に
﹁
こ
と
﹂

な
ど
の
体
言
を
補
っ
て
訳
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、﹁
ぬ
﹂
を
﹁
強
意
の
助
動
詞
﹂
と
し
、﹁﹃
人
々
﹄
の
驚
き
を
強
調
し
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
﹂
と
説
明
し
て
い
る
の
は
正
し
く
な
い
。

5

波
線
部
ⓔ
は
﹁
覚
え
／
ず
／
な
り
／
ぬ
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
、﹁︵
何
も
︶
思
わ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
﹂
と
直
訳
さ
れ
る
。

﹁
覚
え
﹂
は
、﹁︵
自
然
と
︶
思
わ
れ
る
・
感
じ
る
﹂
と
訳
す
こ
と
が
多
い
動
詞
﹁
覚
ゆ
﹂
の
未
然
形
。﹁
ず
﹂
は
、
打
消
の
助
動
詞
﹁
ず
﹂
の
連
用
形
︵
本
活
用
︶
。﹁
な
り
﹂
は
、
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動
詞
﹁
な
る
︵
成
る
︶﹂
の
連
用
形
。﹁
ぬ
﹂
は
、
連
用
形
に
接
続
し
て
い
る
の
で
、
完
了
︵
＝
～
て
し
ま
う
・
～
た
︶
の
助
動
詞
﹁
ぬ
﹂
の
終
止
形
で
あ
る
。

打
消
の
助
動
詞
﹁
ず
﹂
に
、
様
々
な
﹁
な
り
﹂
が
接
続
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
そ
の
接
続
の
仕
方
を
確
認
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

(
動
詞
﹁
行
く
﹂
に
、
打
消
の
助
動
詞
﹁
ず
﹂
が
接
続
し
、
さ
ら
に
、
断
定
︵
＝
～
だ
・
～
で
あ
る
︶
の
助
動
詞
﹁
な
り
﹂
が
接
続
す
る
場
合

断
定
の
助
動
詞
﹁
な
り
﹂
は
本�

活�

用�

の
連
体
形
に
接
続
す
る
の
で
、﹁
行
か
ぬ"

な
り
︵
＝
行
か
な
い
の
だ
︶
﹂
と
な
る
。
活
用
に
本
活
用
と
補
助
活
用
が
あ
る
語
に
助
動

詞
が
接
続
す
る
場
合
、
ほ
と
ん
ど
の
助
動
詞
は
補
助
活
用
に
接
続
す
る
が
、
断
定
の
助
動
詞
﹁
な
り
﹂
だ
け
は
本
活
用
の
連
体
形
に
接
続
す
る
の
で
あ
る
。

(
動
詞
﹁
行
く
﹂
に
、
打
消
の
助
動
詞
﹁
ず
﹂
が
接
続
し
、
さ
ら
に
、
伝
聞
︵
＝
～
そ
う
だ
︶・
推
定
︵
＝
～
よ
う
だ
︶
の
助
動
詞
﹁
な
り
﹂
が
接
続
す
る
場
合

伝
聞
・
推
定
の
助
動
詞
﹁
な
り
﹂
は
補�

助�

活�

用�

の
連
体
形
に
接
続
す
る
の
で
、﹁
行
か
ざ"

る"

な
り
︵
＝
行
か
な
い
そ
う
だ
・
行
か
な
い
よ
う
だ
︶﹂
と
な
る
。
伝
聞
・
推

定
の
助
動
詞
﹁
な
り
﹂
は
、
主
に
終
止
形
に
接
続
す
る
が
、
活
用
に
本
活
用
と
補
助
活
用
が
あ
る
語
に
接
続
す
る
場
合
は
、
補
助
活
用
の
連
体
形
に
接
続
す
る
の
で
あ
る
。

(
動
詞
﹁
行
く
﹂
に
、
打
消
の
助
動
詞
﹁
ず
﹂
が
接
続
し
、
さ
ら
に
、
動
詞
﹁
な
る
︵
成
る
︶﹂
の
連
用
形
﹁
な
り
︵
成
り
︶﹂
が
接
続
す
る
場
合

動
詞
は
用
言
で
あ
る
の
で
、
活
用
に
本
活
用
と
補
助
活
用
が
あ
る
語
に
接
続
す
る
場
合
は
、
本
活
用
の
連
用
形
︵
用
言
に
連
な
る
形
︶
に
接
続
す
る
の
で
、
﹁
行
か
ず

な
り
︵
＝
行
か
な
く
な
り
︶﹂
と
な
る
。

よ
っ
て
、﹁
な
り
﹂
を
﹁
推
定
の
助
動
詞
﹂
と
し
、﹁
今
後
の
成
り
行
き
を
読
み
手
に
予
想
さ
せ
る
表
現
﹂
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
の
は
正
し
く
な
い
。

以
上
か
ら
、
正
解
は
3

で
あ
る
。

正
解

3

24

問
�

内
容
説
明
問
題

標
準

�

～

)

段
落
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

広
い
範
囲
に
関
す
る
説
明
問
題
︵
合
致
問
題
︶
は
、
毎
年
度
出
題
さ
れ
て
い
る
問
題
で
あ
る
。

1

﹁
当
日
に
な
っ
て
よ
う
や
く
﹂
が
誤
り
。
本
文
*
行
目
に
﹁
そ
の
日
︵
＝
船
遊
び
の
当
日
︶
に
な
り
て
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
そ
の
前
に
書
か
れ
て
い
る
船
の
準

備
に
関
す
る
記
述
は
、﹁
当
日
﹂
を
迎
え
る
よ
り
前
に
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
と
わ
か
る
。
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2

﹁
呼
び
集
め
た
﹂
が
本
文
に
な
く
、﹁
時
間
が
迫
っ
て
き
た
の
で
、
祈
禱
を
中
止
し
﹂
も
は
っ
き
り
と
は
書
か
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
本
文
+
～
�
行
目
﹁
南

の
普
賢
堂
に
～
群
が
れ
ゐ
た
り
﹂
に
相
当
し
そ
う
だ
が
、
こ
こ
に
は
、﹁
普
賢
堂
で
、
宇
治
の
僧
正
が
加
持
祈
禱
を
し
て
い
た
が
、
盛
大
な
船
遊
び
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
多

く
の
僧
や
そ
の
従
者
た
ち
が
庭
に
群
が
っ
て
座
っ
て
い
た
﹂︵
要
約
︶
と
書
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

3

﹁
辞
退
し
た
﹂
が
誤
り
で
、﹁
句
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
に
は
喜
び
を
感
じ
て
い
た
﹂
も
は
っ
き
り
と
は
書
か
れ
て
は
い
な
い
。
第
)
段
落
で
、
船
に
乗
っ
て
い
た
殿
上
人

が
﹁
あ
れ
、
船
に
召
し
て
乗
せ
て
連
歌
な
ど
せ
さ
せ
む
は
、
い
か
が
あ
る
べ
き
︵
＝
あ
の
良
暹
を
、
船
に
呼
び
乗
せ
な
さ
っ
て
、
連
歌
な
ど
を
さ
せ
る
よ
う
な
趣
向
は
、
ど
う
だ

ろ
う
か
︶﹂
と
提
案
し
た
時
、
も
う
一
つ
の
船
に
乗
っ
て
い
た
人
々
が
﹁
あ
る
べ
か
ら
ず
。
後
の
人
や
、
さ
ら
で
も
あ
り
ぬ
べ
か
り
け
る
こ
と
か
な
と
や
申
さ
む
︵
＝
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
。
後
世
の
人
が
、﹃
き
っ
と
そ
ん
な
こ
と
は
し
な
く
て
も
よ
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
よ
﹄
と
申
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︶
﹂
と
反
対
し
た
の
で
、
﹁
乗
せ
ず
︵
＝
良
暹
を
船

に
乗
せ
な
い
︶﹂
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
反
対
し
た
理
由
は
、
3

が
言
う
よ
う
に
﹁︵
良
暹
の
︶
身
分
が
低
い
た
め
﹂
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
そ
う
で
は
あ
る
が
、
良

暹
が
船
に
乗
る
こ
と
を
﹁
辞
退
し
た
﹂
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
殿
上
人
が
﹁
良
暹
が
さ
ぶ
ら
ふ
か
︵
＝
良
暹
が
お
り
ま
す
か
︶﹂
︵
第
)
段
落
�
行
目
︶
と
言
っ
た
時
、
良
暹
は

﹁
目
も
な
く
笑
み
て
︵
＝
目
を
細
め
て
笑
っ
て
︶﹂
は
い
る
が
、﹁
さ
り
ぬ
べ
か
ら
む
連
歌
な
ど
し
て
参
ら
せ
よ
︵
＝
こ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
連
歌
な
ど
を
詠
ん
で
献
上
せ
よ
︶﹂

︵
第
)
段
落
,
行
目
︶
と
言
わ
れ
た
時
に
は
、
歌
人
と
し
て
喜
び
を
感
じ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
で
き
る
も
の
の
、﹁
句
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
に
は
喜
び
を
感
じ
て
い
た
﹂
と
い

う
様
子
が
は
っ
き
り
と
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

4

﹁
管
絃
や
和
歌
の
催
し
だ
け
で
は
後
で
批
判
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
考
え
﹂
が
誤
り
。
こ
れ
に
相
当
し
そ
う
な
の
は
、
3

で
見
た
﹁
後
の
人
や
、
さ
ら
で
も
あ
り
ぬ
べ
か
り
け

る
こ
と
か
な
と
や
申
さ
む
︵
＝
後
世
の
人
が
、﹃
き
っ
と
そ
ん
な
こ
と
は
し
な
く
て
も
よ
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
よ
﹄
と
申
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︶﹂
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
﹁
良
暹

を
船
に
乗
せ
る
こ
と
が
後
々
批
判
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
﹂
と
い
う
危
惧
で
あ
り
、﹁
管
絃
や
和
歌
の
催
し
だ
け
で
は
後
で
批
判
さ
れ
る
だ
ろ
う
﹂
と
危
ぶ
ん
で
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
連
歌
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
あ
る
殿
上
人
が
﹁
あ
れ
、
船
に
召
し
て
乗
せ
て
連
歌
な
ど
せ
さ
せ
む
は
、
い
か
が
あ
る
べ
き
︵
＝
あ
の
良
暹
を
、
船
に
呼
び
乗
せ
な

さ
っ
て
、
連
歌
な
ど
を
さ
せ
る
よ
う
な
趣
向
は
、
ど
う
だ
ろ
う
か
︶﹂
と
提
案
し
た
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
流
れ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

5

第
)
段
落
�
～
)
行
目
の
﹁﹃
良
暹
が
さ
ぶ
ら
ふ
か
﹄
と
問
ひ
け
れ
ば
、
良
暹
、
目
も
な
く
笑
み
て
、
平
が
り
て
さ
ぶ
ら
ひ
け
れ
ば
、
か
た
は
ら
に
若
き
僧
の
侍
り
け
る

が
知
り
、﹃
さ
に
侍
り
﹄
と
申
し
け
れ
︵
＝
︵
殿
上
人
が
︶﹃
良
暹
が
お
り
ま
す
か
﹄
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
良
暹
が
、
目
を
細
め
て
笑
っ
て
、
平
伏
し
て
控
え
て
い
た
の
で
、
側
に

若
い
僧
が
お
り
ま
し
た
が
、︵
そ
の
者
が
こ
れ
に
︶
気
づ
き
、﹃
さ
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
﹇
＝
良
暹
は
お
り
ま
す
﹈﹄
と
申
し
上
げ
た
︶
﹂
に
相
当
し
て
い
て
誤
り
が
な
い
。

よ
っ
て
、
正
解
は
5

で
あ
る
。

正
解

5

25
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問
�

本
文
と
引
用
文
を
踏
ま
え
た
教
師
・
生
徒
の
会
話
に
関
す
る
空
欄
補
充
問
題

次
に
示
す
の
は
、
授
業
で
本
文
を
読
ん
だ
後
の
、
話
し
合
い
の
様
子
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
-
～
.
の
問
い
に
答
え
よ
。

本
文
二
つ
、
も
し
く
は
、
本
文
と
引
用
文
を
踏
ま
え
て
考
え
さ
せ
る
問
題
は
﹁
共
通
テ
ス
ト
﹂
新
傾
向
の
問
題
。
ま
た
、
複
数
の
人
物
︵
教
師
・
生
徒
な
ど
︶
の
会
話
に
関
す

る
問
題
は
、
前
年
度
に
続
い
て
の
出
題
で
あ
る
。

-

空
欄

Ｘ

に
入
る
発
言
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

基
礎

空
欄
の
前
に
﹁
こ
の
二
つ
の
句
の
つ
な
が
り
が
わ
か
っ
た
！
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
、

Ｘ

に
は
、
問
�

に
引
用
さ
れ
て
い
る
﹃
散
木
奇
歌
集
﹄
の
連
歌
の
解
釈
が
入

る
こ
と
に
な
る
。

俊
重
の
前
句
は
﹁
釣
殿
／
の
／
下
／
に
／
は
／
魚
／
や
／
す
ま
／
ざ
ら
／
む
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
て
、﹁
釣
殿
の
下
に
は
魚
は
住
ん
で
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
﹂
と
訳
さ
れ
る
。

﹁
釣
殿
︵
つ
り
ど
の
︶﹂
は
、﹁
庭
の
池
に
突
き
出
る
よ
う
に
建
て
ら
れ
て
い
る
建
物
﹂
の
こ
と
。﹁
や
﹂
は
、
疑
問
︵
＝
～
か
︶
の
係
助
詞
。﹁
す
ま
﹂
は
、
動
詞
﹁
住
む
﹂
の
未

然
形
。﹁
ざ
ら
﹂
は
、
打
消
の
助
動
詞
﹁
ず
﹂
の
未
然
形
。﹁
む
﹂
は
、
推
量
︵
＝
～
だ
ろ
う
︶
の
助
動
詞
﹁
む
﹂
の
連
体
形
︵
係
助
詞
﹁
や
﹂
に
よ
る
係
り
結
び
の
結
び
︶
で
あ

る
。各

選
択
肢
は
、
前
半
で
俊
重
の
前
句
を
解
釈
し
て
い
る
が
、
右
で
見
た
解
釈
が
正
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
の
は
、
4

の
﹁
釣
殿
の
下
に
は
魚
が
住
ん
で
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
﹂

だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
で
正
解
は
4

に
決
ま
る
。

俊
頼
の
付
句
は
、﹁
う
つ
ば
り
／
の
／
影
／
そ
こ
／
に
／
見
え
／
つ
つ
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
て
、﹁︵
釣
殿
の
︶
う
つ
ば"

り"

﹇
＝
屋
根
を
支
え
る
梁
﹈
で
は
な
い
が
、
釣
針"

の
姿

が
水
底
に
映
っ
て
見
え
隠
れ
す
る
︵
か
ら
ね
︶。﹂
と
訳
さ
れ
る
。﹁
影
﹂
は
、﹁
姿
・
光
﹂
の
意
の
名
詞
。﹁
そ
こ
﹂
は
、
こ
こ
で
は
﹁
水
底
︵
み
な
そ
こ
︶﹂
の
こ
と
で
あ
る
。

俊
重
が
﹁
釣
殿
・
魚
﹂
と
詠
ん
だ
こ
と
に
縁
語
的
発
想
で
﹁
は
り
︵
釣
針
︶﹂
を
持
ち
出
し
て
い
る
こ
と
や
、﹁
う
つ
ば
り
﹂
に
﹁
は
り
︵
釣
針
︶
﹂
を
掛
け
て
い
る
こ
と
は
、

解
釈
が
や
や
難
し
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
4

の
説
明
を
読
め
ば
納
得
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
俊
重
の
問
い
か
け
に
対
し
て
、﹁
は
り
︵
釣
針
︶
を
恐
れ
て
魚
は
釣
殿
の
下
に
は
住
ま

な
い
の
だ
よ
﹂
と
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
正
解
は
4

で
あ
る
。
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正
解

4

26

/

空
欄

Ｙ

に
入
る
発
言
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

標
準

空
欄
の
前
に
﹁
こ
の
句
︵
＝
良
暹
の
﹁
も
み
ぢ
葉
の
﹂
の
句
︶
は
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
、

Ｙ

に
は
、
良
暹
の
﹁
も
み
ぢ
葉
の
﹂
の
句
の
解
釈
が
入
る
こ
と
に
な
る
。

良
暹
の
句
は
﹁
も
み
ぢ
葉
／
の
／
こ
が
れ
／
て
／
見
ゆ
る
／
御
船
／
か
な
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
て
、﹁︵
屋
形
の
︶
紅
葉
が
焦
が
れ
﹇
＝
焦
げ
る
よ
う
に
色
づ
き
﹈
、
漕
が
れ
て

行
く
の
が
見
え
る
︵
素
晴
ら
し
い
︶
御
船
で
あ
る
よ
。﹂
と
訳
さ
れ
る
。﹁
こ
が
れ
︵
焦
が
れ
︶﹂
は
、﹁︵
火
で
︶
焦
げ
る
・︵
日
で
︶
色
が
変
わ
る
・︵
紅
葉
が
︶
色
づ
く
﹂、
も
し

く
は
、﹁
恋
い
焦
が
れ
る
﹂
の
意
の
ラ
行
下
二
段
活
用
動
詞
﹁
こ
が
る
︵
焦
が
る
︶﹂
の
連
用
形
。﹁
か
な
﹂
は
、
詠
嘆
︵
＝
～
な
あ
・
～
こ
と
よ
︶
の
終
助
詞
で
あ
る
。

ま
ず
は
、﹁
焦
が
れ
﹂
に
﹁
紅
葉
が
色
づ
き
﹂
の
意
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
﹁
御
船
﹂
も
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
、﹁
漕
が
れ
﹂
が
掛
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
も
気
が
つ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

選
択
肢
で
、﹁
焦
が
れ
﹂
の
意
や
、﹁
漕
が
れ
﹂
と
掛
詞
で
あ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
の
は
1

だ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
で
正
解
は
1

に
決
ま
る
。

1

以
外
の
選
択
肢
は
、
こ
の
説
明
が
な
い
点
で
十
分
な
説
明
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
、
2

で
説
明
さ
れ
て
い
る
﹁
寛
子
へ
の
恋
心
﹂
は
本
文
に
は
全
く
書
か

れ
て
お
ら
ず
、
3

・
4

の
説
明
は
、
可
能
性
が
全
く
な
い
内
容
と
も
言
え
な
い
が
、
本
文
の
趣
旨
か
ら
離
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
気
持
ち
で
良
暹
が
﹁
も
み
ぢ
葉
の
﹂
の
句

を
詠
ん
だ
と
い
う
確
証
が
得
ら
れ
な
い
。

よ
っ
て
、
正
解
は
1

で
あ
る
。

正
解

1

27

.

空
欄

Ｚ

に
入
る
発
言
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

標
準

空
欄
の
前
に
﹁

0

・

,

段
落
の
状
況
も
よ
く
わ
か
る
よ
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
、

Ｚ

に
は
、
第
0
・
,
段
落
に
合
致
す
る
内
容
が
入
る
こ
と
に
な
る
。

1

﹁
良
暹
を
指
名
し
た
責
任
に
つ
い
て
殿
上
人
た
ち
の
間
で
言
い
争
い
が
始
ま
り
﹂
が
誤
り
。
第
,
段
落
�
～
*
行
目
に
﹁
か
く
言
ひ
沙
汰
す
る
︵
＝
こ
の
よ
う
に
あ
れ
こ

れ
言
う
︶﹂
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
﹁
付
け
で
や
み
な
む
こ
と
︵
＝
付
句
を
付
け
ら
れ
ず
に
そ
れ
き
り
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
︶﹂︵
第
0
段
落
0
行
目
︶
や
、﹁
か
き
な
ら
す

人
も
な
く
て
や
み
に
け
り
︵
＝
楽
器
を
か
き
鳴
ら
す
人
も
な
く
て
弾
か
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
︶﹂
︵
第
,
段
落
�
行
目
︶
こ
と
を
、
殿
上
人
た
ち
が
互
い
に
言
い
合
っ
て
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い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、﹁
良
暹
を
指
名
し
た
責
任
﹂
に
つ
い
て
言
い
争
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

2

﹁
自
身
の
無
能
さ
を
自
覚
さ
せ
ら
れ
﹂
や
﹁
取
り
仕
切
る
こ
と
も
不
可
能
だ
と
悟
り
﹂
が
言
い
過
ぎ
。
殿
上
人
た
ち
は
、
良
暹
の
句
に
対
す
る
付
句
が
詠
め
ず
、
﹁
付
け

で
や
み
な
む
こ
と
を
嘆
く
程
に
、
何
事
も
覚
え
ず
な
り
ぬ
︵
＝
付
句
を
付
け
ら
れ
ず
に
そ
れ
き
り
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
を
嘆
く
う
ち
に
、︵
呆
然
と
し
て
︶
何
も
考
え

ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
︶﹂︵
第
0
段
落
0
～
,
行
目
︶
と
い
う
状
態
に
な
り
、﹁
こ
の
こ
と
に
た
が
ひ
て
、
皆
逃
げ
て
お
の
お
の
失
せ
に
け
り
︵
＝
こ
の
こ
と
が
思
う
よ
う

に
行
か
な
か
っ
た
こ
と
で
︵
興
も
さ
め
て
︶、
皆
逃
げ
る
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
立
ち
去
っ
て
し
ま
っ
た
︶﹂︵
第
,
段
落
*
～
)
行
目
︶
の
で
あ
る
。﹁
無
能
さ
﹂
を
自
覚
し
た
と
か
、

﹁
取
り
仕
切
る
こ
と
も
不
可
能
だ
﹂
と
悟
っ
た
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
ま
で
を
思
っ
た
り
考
え
た
り
し
た
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
第
,
段
落
の
最
後
に
﹁
ま
う
け
し
た
り

け
れ
ど
、
い
た
づ
ら
に
て
や
み
に
け
り
︵
＝
準
備
を
し
て
い
た
け
れ
ど
、
無
駄
に
な
っ
て
そ
れ
き
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
﹂
と
あ
り
、
こ
れ
が
﹁
取
り
仕
切
る
こ
と
も
不
可
能
だ

と
悟
り
﹂
に
相
当
し
そ
う
だ
が
、
こ
れ
は
﹁
宮
司
﹂
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、﹁
殿
上
人
﹂
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
。

3

選
択
肢
�
行
目
の
内
容
は
、
第
0
段
落
�
～
)
行
目
の
﹁
付
け
む
と
し
け
る
が
遅
か
り
け
れ
ば
︵
＝
付
句
を
詠
も
う
と
し
た
遅
か
っ
た
の
で
︶﹂、﹁
一
め
ぐ
り
の
程
に
、

付
け
て
言
は
む
と
し
け
る
に
、
え
付
け
ざ
り
け
れ
ば
︵
＝
一
周
す
る
あ
い
だ
に
、
句
を
付
け
て
言
お
う
と
し
た
が
、
付
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
︶﹂
、﹁
二
め
ぐ
り
に
な
り
に
け
り
。

な
ほ
、
え
付
け
ざ
り
け
れ
ば
︵
＝
二
周
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
も
な
お
、
付
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
︶
﹂
な
ど
に
相
当
し
て
お
り
、
選
択
肢
*
行
目
の
内
容
は
、
第
0
段

落
0
～
,
行
目
の
﹁
今
は
、
付
け
む
の
心
は
な
く
て
、
付
け
で
や
み
な
む
こ
と
を
嘆
く
程
に
、
何
事
も
覚
え
ず
な
り
ぬ
︵
＝
今
は
も
う
、
付
句
を
詠
も
う
と
い
う
気
も
な
く
な
っ

て
、
付
け
ら
れ
ず
に
そ
れ
き
り
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
を
嘆
く
う
ち
に
、
呆
然
と
し
て
何
も
考
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
︶﹂
や
、
第
,
段
落
*
～
)
行
目
の
﹁
こ

の
こ
と
に
た
が
ひ
て
、
皆
逃
げ
て
お
の
お
の
失
せ
に
け
り
︵
＝
こ
の
こ
と
が
思
う
よ
う
に
行
か
な
か
っ
た
こ
と
で
︵
興
も
さ
め
て
︶
、
皆
逃
げ
る
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
立
ち
去
っ
て

し
ま
っ
た
︶﹂
に
相
当
し
て
い
て
、
説
明
に
誤
り
は
な
い
。

4

﹁
殿
上
人
た
ち
は
念
入
り
に
船
遊
び
の
準
備
を
し
て
い
た
﹂、﹁
連
歌
を
始
め
た
せ
い
で
予
定
の
時
間
を
大
幅
に
超
過
し
﹂
、﹁
殿
上
人
た
ち
の
反
省
の
場
と
な
っ
た
﹂
が
、

い
ず
れ
も
正
確
と
は
言
え
な
い
。
ま
ず
、
船
遊
び
の
準
備
を
念
入
り
に
し
て
い
た
の
は
、
正
確
に
は
﹁
宮
司
﹂
で
あ
り
、﹁
殿
上
人
﹂
で
は
な
い
。
ま
た
、
時
間
を
大
幅
に
超
過

し
た
の
は
、
良
暹
の
句
に
対
し
て
誰
も
付
句
を
詠
め
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、﹁
連
歌
を
始
め
た
せ
い
﹂
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
殿
上
人
た
ち
は
、﹁
付
け
で
や
み
な
む
こ
と
を
嘆

く
︵
＝
付
け
ら
れ
ず
に
そ
れ
き
り
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
を
嘆
く
︶﹂
こ
と
や
、
準
備
し
た
楽
器
を
弾
か
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
﹁
言
ひ
沙
汰
す
る
︵
＝

あ
れ
こ
れ
言
う
︶﹂
こ
と
は
し
て
い
る
が
、﹁
反
省
﹂
し
て
い
る
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

よ
っ
て
、
正
解
は
3

で
あ
る
。

正
解

3

28
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第
�

問

漢
文

白は
く

居き
よ

易い

﹃
白は

く

氏し

文も
ん

集
じ
ゆ
う

﹄

﹇
出

典
﹈
白
居
易
﹃
白
氏
文
集
﹄
第
四
十
六
・
策
林
二
・
二
十
七
﹁
族
類
を
以
て
賢
を
求
む
る
を
請
ふ
﹂
の
一
節

﹃
白
氏
文
集
﹄
は
、
中
唐
の
大
詩
人
白
居
易
︵
七
七
二
～
八
四
六
年
︶
の
詩
文
集
。
全
七
十
一
巻
。
白
居
易
が
自
ら
編
集
し
た
も
の
で
、
中
国
で
も
広
く
読
ま
れ
、
日
本
に
も
平
安

時
代
に
伝
来
し
、﹃
文も

ん

選ぜ
ん

﹄
と
と
も
に
、
貴
族
社
会
で
愛
読
さ
れ
た
。

白
居
易
は
、
韓か

ん

aゆ

︵
七
六
八
～
八
二
四
年
︶、
柳

り
ゆ
う

宗そ
う

元げ
ん

︵
七
七
三
～
八
一
九
年
︶
と
並
ぶ
、
中
唐
を
代
表
す
る
詩
人
で
あ
り
、
文
章
家
で
も
あ
る
。
字

あ
ざ
な

の
楽ら

く

天て
ん

で
も
広
く
知
ら
れ

る
。
現
存
す
る
詩
は
三
千
余
首
で
、
唐
代
の
詩
人
の
中
で
も
最
多
で
あ
る
。
玄げ

ん

宗そ
う

皇
帝
と
楊よ

う

貴き

妃ひ

の
愛
を
う
た
っ
た
長
編
詩
﹁
長

ち
よ
う

恨ご
ん

歌か

﹂
は
と
く
に
人
気
が
あ
り
、﹃
源
氏
物
語
﹄
な

ど
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

﹇
書
き
下
し
文
﹈

︻
予
想
問
題
︼

問と

ふ
、

古
い
に
し
へ

よ
り
以い

来ら
い

、
君き

み

た
る
者も

の

其そ

の
賢け

ん

を
求も

と

む
る
を
思お

も

は
ざ
る
は
無な

く
、
賢け

ん

な
る
者も

の

其そ

の
用よ

う

を
効い

た

す
を
思お

も

は
ざ
る
は
罔な

し
。
然し

か

れ
ど
も
両ふ

た

つ
な
が
ら
相あ

ひ

遇あ

は
ざ
る
は
、
其そ

の
故ゆ

ゑ

は
何な

ん

ぞ
や
。
今い

ま

之こ
れ

を
求も

と

め
ん
と
欲ほ

つ

す
る
に
、
其そ

の
術

じ
ゆ
つ

は
安い

づ

く
に
在あ

り
や
。

︻
模
擬
答
案
︼

臣し
ん

聞き

く
、
人じ

ん

君く
ん

た
る
者も

の

其そ

の
賢け

ん

を
求も

と

む
る
を
思お

も

は
ざ
る
は
無な

く
、
人じ

ん

臣し
ん

た
る
者も

の

其そ

の
用よ

う

を
効い

た

す
を
思お

も

は
ざ
る
は
無な

し
と
。
然し

か

り

而
し
か
う

し
て
君き

み

は
賢け

ん

を
求も

と

め
ん
と
し
て
得え

ず
、
臣し

ん

は
用よ

う

を
効い

た

さ
ん
と
し
て
由よ

し

無な

き
は
、
豈あ

に
貴き

賤せ
ん

相あ
ひ

懸へ
だ

た
り
、
朝て

う

野や

相あ
ひ

隔へ
だ

た
り
、
堂だ

う

は
千せ

ん

里り

よ
り
も
遠と

ほ

く
、
門も

ん

は
九き

う

重
ち
よ
う

よ
り
も
深ふ

か

き
を
以も

つ

て
な
ら
ず
や
。

臣し
ん

以お

為も

へ
ら
く
、
賢け

ん

を
求も

と

む
る
に

術
じ
ゆ
つ

有あ

り
、
賢け

ん

を
弁べ

ん

ず
る
に
方は

う

有あ

り
。
方は

う

術
じ
ゆ
つ

は
、

各
お
の
お
の

其そ

の
族ぞ

く

類る
い

を

審
つ
ま
び

ら
か
に
し
、
之こ

れ

を
し
て
推す

い

薦せ
ん

せ
し
む
る
の
み
。
近ち

か

く
諸こ

れ

を
喩た

と

へ
に
取と

れ

ば
、
其そ

れ
猶な

ほ
線い

と

と
矢や

と
の
ご
と
き
な
り
。
線い

と

は
針は

り

に
因よ

り
て
入い

り
、
矢や

は
弦つ

る

を
待ま

ち
て
発は

つ

す
。
線せ

ん

矢し

有あ

り
と

雖
い
へ
ど

も
、
苟

い
や
し

く
も
針し

ん

弦げ
ん

無な

く
ん
ば
、
自

み
づ
か

ら
致い

た

す
を
求も

と

む
る
も
、
得う

べ

か
ら
ざ
る
な
り
。
夫そ

れ

必
か
な
ら

ず
族ぞ

く

類る
い

を
以も

つ

て
す
る
は
、
蓋け

だ

し
賢け

ん

愚ぐ

貫
つ
ら
ぬ

く
こ
と
有あ

り
、
善ぜ

ん

悪あ
く

倫
と
も
が
ら

有あ

り
、
若も

し
類る

い

を
以も

つ

て
求も

と

む
れ
ば
、
必

か
な
ら

ず
類る

い

を
以も

っ

て
至い

た

れ
ば
な
り
。
此こ

れ
亦ま

た
猶な

ほ

水み
づ

の
湿し

つ

に
流な

が

れ
、
火ひ

の
燥さ

う

に
就つ

く
が
ご
と
く
、
自し

然ぜ
ん

の
理り

な
り
。

﹇
通

釈
﹈

︻
予
想
問
題
︼

問
う
。
古
代
か
ら
こ
の
か
た
、
君
主
た
る
者
で
賢
者
を
求
め
よ
う
と
思
わ
な
い
者
は
な
く
、
賢
者
で
君
主
の
役
に
立
ち
た
い
と
思
わ
な
い
者
は
い
な
い
。
そ
れ
な
の
に
双
方
が
出
会
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わ
な
い
、
そ
の
理
由
は
な
ぜ
か
。︵
ま
た
︶
今
︵
君
主
が
︶
賢
者
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
、
そ
の
方
法
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
︵
述
べ
よ
︶
。

︻
模
擬
答
案
︼

私
は
︵
こ
う
︶
聞
い
て
お
り
ま
す
。﹁
人
君
た
る
者
で
賢
者
を
求
め
よ
う
と
思
わ
な
い
者
は
お
ら
ず
、
人
臣
た
る
者
で
君
主
の
役
に
立
と
う
と
思
わ
な
い
者
は
い
な
い
﹂
と
。
そ
れ

な
の
に
、
君
主
が
賢
者
を
求
め
て
も
得
ら
れ
ず
、
臣
下
が
君
主
の
役
に
立
と
う
と
し
て
も
そ
の
方
法
が
な
い
の
は
、
身
分
の
貴
賤
に
よ
る
壁
が
あ
り
、
朝
廷
と
民
間
の
間
に
距
離
が
あ

り
、
君
主
の
居
所
が
千
里
よ
り
も
遠
く
は
な
れ
、
王
城
の
門
が
九
重
よ
り
も
深
く
は
な
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。︵
つ
ま
り
、
君
主
と
臣
下
の
間
に
大
き
な
隔
た
り
が

あ
る
が
ゆ
え
に
、
双
方
が
出
会
わ
な
い
の
で
す
。︶

私
が
考
え
ま
す
に
、
賢
者
を
求
め
る
に
は
術
策
が
あ
り
、
賢
者
を
弁
別
す
る
に
は
方
法
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
方
法
術
策
は
、
そ
れ
ぞ
れ
︵
そ
の
人
物
の
︶
同
類
︵
で
あ
る
人
物
︶
を

詳
し
く
調
べ
、
そ
の
︵
同
類
た
る
︶
人
物
に
賢
者
を
推
薦
さ
せ
る
こ
と
に
尽
き
ま
す
。
身
近
な
例
に
た
と
え
れ
ば
、
そ
れ
は
糸
と
矢
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
糸
は
針
穴
に
入
っ
て
は
じ

め
て
働
き
、
矢
は
弦
に
つ
が
え
て
は
じ
め
て
発
せ
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
糸
や
矢
が
あ
っ
て
も
、
か
り
に
も
針
と
弦
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
自
体
を
用
い
よ
う
と
し
て
も
、
で
き
な
い
の
で

す
。
そ
も
そ
も
︵
人
が
︶
必
ず
同
類
に
依
る
と
い
う
の
は
、
思
う
に
賢
者
同
士
、
愚
者
同
士
は
一
貫
し
て
︵
通
じ
合
っ
て
︶
お
り
、
善
人
同
士
、
悪
人
同
士
は
仲
間
に
な
り
、
も
し
同

類
を
求
め
れ
ば
、
必
ず
同
類
が
集
ま
る
か
ら
で
す
。
こ
れ
は
ま
た
あ
た
か
も
水
が
湿
っ
た
場
所
に
流
れ
、
火
が
乾
燥
し
た
場
所
に
向
か
っ
て
燃
え
広
が
る
よ
う
に
、
自
然
の
理
な
の
で

す
。

﹇
解

説
﹈

問
�

語
句
の
意
味
の
問
題

�

基
礎

 

基
礎

!

標
準

波
線
部
�
﹁
無
㆑

由
﹂、
 
﹁
以

為
﹂、
!
﹁
弁
﹂
の
こ
こ
で
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の

1

～

5

の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。

�
﹁
無
㆑

由
﹂
は
、
下
に
﹁
者
︵
は
︶﹂
が
あ
る
の
で
﹁
よ
し
な
き
︵
は
︶﹂
と
読
む
。﹁
無
﹂
は
す
べ
て
の
選
択
肢
が
共
通
し
て
﹁
…
が
な
い
﹂
で
あ
る
か
ら
、
ポ
イ
ン
ト
は

﹁
由
︵
よ
し
︶﹂
の
意
味
で
あ
る
。﹁
よ
し
﹂
は
、﹁
理
由
・
原
因
・
わ
け
﹂﹁
方
法
・
手
段
﹂
の
ど
ち
ら
か
で
、
選
択
肢
と
し
て
は
1

と
3

が
残
る
が
、
こ
こ
は
、
︻
予
想
問
題
︼

の
文
中
の
﹁
其
の
術"

﹂
や
、︻
模
擬
答
案
︼
の
文
中
の
﹁
方
有
り
﹂
の
﹁
方
﹂
の
意
に
近
く
、﹁
方"

法"

が
な
い
﹂
が
妥
当
で
あ
る
。

 
﹁
以

為
﹂
は
﹁
お
も
へ
ら
く
﹂
と
読
む
重
要
語
で
、﹁
思
う
︵
思
っ
た
︶
こ
と
に
は
…
︵
と
︶﹂
の
意
。﹁
以
為
Ａ
︵
お
も
へ
ら
く
Ａ
と
︶
﹂
で
﹁
思
っ
た
こ
と
に
は
Ａ
︵
だ
︶

と
﹂
で
あ
る
が
、﹁
以

為
㆑

Ａ
︵
以
て
Ａ
と
為
す
︶﹂
と
読
む
こ
と
も
で
き
、﹁
Ａ
︵
だ
︶
と
思
う
﹂
の
意
で
あ
る
。
1

の
﹁
考
え
る
に
﹂
が
正
し
い
。

!
﹁
弁
﹂
は
、
文
脈
の
中
で
は
、﹁
賢
を
弁"

ず"

る"

に
方
有
り
﹂
で
、﹁
弁
ず
︵
サ
変
動
詞
︶﹂
と
読
む
。
﹁
弁
﹂
と
い
う
字
は
、
元
来
﹁
か
ん
む
り
︵
冠
︶﹂
の
意
で
、
旧
字
の
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﹁
辨
﹂、﹁
瓣
﹂、﹁
辯
﹂
に
分
か
れ
る
。

﹁
辨
﹂
…

｢わ
け
る
。
わ
か
れ
る
。
分
離
す
る
﹂﹁
区
別
す
る
。
見
わ
け
る
﹂﹁
わ
き
ま
え
る
﹂﹁
明
ら
か
に
す
る
﹂
﹁
調
べ
る
﹂
﹁
治
め
る
。
処
理
す
る
﹂﹁
た
だ
す
﹂﹁
そ
な
え
る
。

準
備
す
る
﹂

﹁
瓣
﹂
…

｢瓜う
り

の
な
か
ご
︵
種
を
含
ん
だ
や
わ
ら
か
い
部
分
︶。
瓜
の
種
﹂﹁︵
み
か
ん
な
ど
の
︶
果
肉
の
ふ
さ
﹂
﹁
花
弁
。
は
な
び
ら
﹂

﹁
辯
﹂
…

｢こ
と
ば
で
お
さ
め
る
﹂﹁
た
だ
す
。
明
ら
か
に
す
る
﹂﹁
説
く
。
語
る
。
た
く
み
に
言
う
﹂﹁
言
い
争
う
。
論
争
す
る
﹂

1

﹁
弁
償
﹂、
5

﹁
弁
別
﹂
の
弁
は
﹁
辨
﹂、
2

﹁
弁
護
﹂、
3

﹁
弁
解
﹂、
4

﹁
弁
論
﹂
の
弁
は
﹁
辯
﹂
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
多
く
の
人
物
の
中
か
ら
賢
者
を
﹁
見
わ
け

る
﹂
と
い
う
意
味
で
、
5

の
﹁
弁
別
﹂
が
適
当
で
あ
る
。

正
解

�

1

 

1

!

5

︵
各
0
点
︶

29

30

31

問
�

傍
線
部
の
解
釈
の
問
題

標
準

傍
線
部
Ａ
﹁
君

者

無
㆑

不
㆑

思
㆑

求
㆓

其

賢
㆒、
賢

者

罔
㆑

不
㆑

思
㆑

効
㆓

其

用
㆒

﹂
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

1

～

5

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

﹁
君
た
る
者
其
の
賢
を
求
む
る
を
思
は
ざ
る
は
無
く
、
賢
な
る
者
其
の
用
を
効い

た

す
を
思
は
ざ
る
は
罔な

し
﹂
の
解
釈
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
﹁
無
㆑

不
㆑

Ａ
︵
Ａ
せ
ざ
る
は
な
し
︶﹂
の
二

重
否
定
の
形
で
あ
る
。
後
半
部
の
﹁
罔
﹂
は
﹁
無
・
莫
・
勿
・
毋
﹂
な
ど
と
同
じ
﹁
な
シ
﹂。

﹁
Ａ
せ
ざ
る
は
な
し
﹂
で
﹁
Ａ
し
な
い
も
の
は
な
い
﹂
と
訳
す
か
ら
、
傍
線
部
は
、
直
訳
す
る
と
、﹁
君
主
た
る
者
で
賢
者
を
求
め
よ
う
と
思
わ
な
い
者
は
な
く
、
賢
者
で
君
主

の
役
に
立
ち
た
い
と
思
わ
な
い
者
は
い
な
い
﹂
と
な
る
。﹁
用
を
効
す
﹂
は
﹁︵
自
分
の
︶
能
力
を
尽
く
す
﹂﹁
は
た
ら
き
に
つ
と
め
る
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
逆
に
、
選
択

肢
か
ら
、﹁
役
に
立
つ
﹂
の
意
と
考
え
た
い
。

二
重
否
定
は
、
イ
コ
ー
ル
強
い
肯
定
で
あ
る
か
ら
、﹁
君
主
た
る
者
は
誰
し
も
賢
者
を
求
め
よ
う
と
思
っ
て
お
り
、
賢
者
は
誰
し
も
君
主
の
役
に
立
ち
た
い
と
思
っ
て
い
る
﹂

と
訳
し
て
も
よ
い
わ
け
で
、
正
解
は
3

に
な
る
。

正
解

3

︵
+
点
︶

32
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問
�

返
り
点
の
付
け
方
と
書
き
下
し
文
の
組
合
せ
問
題

応
用

傍
線
部
Ｂ
﹁
豈

不

以

貴

賤

相

懸
、
朝

野

相

隔
、
堂

遠

於

千

里
、
門

深

於

九

重
﹂
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
、
次
の

1

～

5

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

こ
の
形
式
の
問
題
は
、﹁
セ
ン
タ
ー
試
験
﹂
時
代
か
ら
頻
出
す
る
形
式
な
の
で
あ
る
が
、
ポ
イ
ン
ト
は
、
傍
線
部
の
中
に
、
再
読
文
字
や
、
疑
問
・
反
語
・
否
定
・
使
役
・
受

身
な
ど
の
何
ら
か
の
句
法
上
の
読
み
方
の
特
徴
が
な
い
か
と
い
う
こ
と
と
、
書
き
下
し
文
の
よ
う
に
読
ん
だ
と
き
の
文
意
が
通
る
か
、
ま
た
、
そ
の
文
意
が
前
後
の
文
脈
に
あ
て

は
ま
る
か
ど
う
か
、
で
あ
る
。
返
り
点
は
、
本
当
は
そ
の
よ
う
な
返
り
方
︵
付
け
方
︶
が
文
の
構
成
上
ア
リ
な
の
か
？

と
い
う
こ
と
は
あ
る
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
読
み
方

ど
お
り
返
っ
て
い
る
よ
う
に
つ
い
て
い
る
ケ
ー
ス
が
ふ
つ
う
な
の
で
、
返
り
点
の
付
け
方
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
の
は
時
間
の
無
駄
で
あ
る
。

句
法
上
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
は
、
当
然
﹁
豈
︵
あ
ニ
︶﹂
が
目
に
つ
く
の
で
あ
る
が
、
選
択
肢
を
見
て
も
、﹁
豈
に
…
ん
や
﹂
と
い
う
典
型
的
な
反
語
形
に
読
ん
で
い
る
も
の
が

な
い
。

別
の
可
能
性
と
し
て
は
、﹁
豈

不
㆑

Ａ
︵
哉
︶﹂
で
﹁
あ
に
Ａ
︵
セ
・
ナ
ラ
︶
ず
や
﹂
と
読
み
、﹁
な
ん
と
Ａ
で
は
な
い
か
﹂
と
訳
す
、
詠
嘆
形
が
考
え
ら
れ
、
こ
れ
を
考
え
る

と
、
4

・
5

が
該
当
す
る
。

ま
た
、﹁
豈
に
﹂
は
、﹁
…
だ
ろ
う
か
﹂
と
、
不
確
定
な
こ
と
を
推
測
し
た
り
す
る
疑
問
の
訳
し
方
も
あ
る
。

も
う
一
つ
の
着
眼
点
は
、﹁
貴
賤
相
懸
た
り
﹂
と
﹁
朝
野
相
隔
た
り
﹂
が
、﹁
堂
は
千
里
よ
り
も
遠
く
﹂
と
﹁
門
は
九
重
よ
り
も
深
き
﹂
が
、
そ
れ
ぞ
れ
﹁
対つ

い

句く

﹂
で
あ
る
こ
と

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
二
つ
の
対
句
は
、
正
し
く
並
べ
て
読
ん
で
い
な
く
て
は
な
ら
ず
、
両
方
と
も
に
正
し
く
並
べ
て
読
ん
で
い
る
の
は
5

の
み
で
あ
る
。
3

・
4

は
前
者

の
み
、
1

・
2

は
後
者
の
み
が
正
し
く
、
3

・
4

は
後
者
の
読
み
に
、
1

・
2

は
前
者
の
読
み
に
崩
れ
が
あ
る
。

よ
っ
て
、
正
解
は
5

。

1

○
豈
に
貴
賤
相あ

ひ

懸へ
だ

た
る
を
×
以
て
な
ら
ず
し
て
、
朝
野
相
隔
た
り
、
○
堂
は
千
里
よ
り
遠
く
、
門
は
九
重
よ
り
も
深
き
や

2

○
豈
に
貴
賤
相
懸
た
り
、
朝
野
相
隔
た
る
を
×
以
て
な
ら
ず
し
て
、
○
堂
は
千
里
よ
り
遠
く
、
門
は
九
重
よ
り
も
深
き
や

3

○
豈
に
○
貴
賤
相
懸
た
り
、
朝
野
相
隔
た
り
、
堂
は
千
里
よ
り
も
遠
き
を
×
以
て
な
ら
ず
し
て
、
門
は
九
重
よ
り
も
深
き
や

4

○
豈
に
○
貴
賤
相
懸
た
り
、
朝
野
相
隔
た
り
、
堂
は
千
里
よ
り
も
遠
き
×
を
以
て
、
門
は
九
重
よ
り
も
深
か
ら
○
ず
や

5

○
豈
に
○
貴
賤
相
懸
た
り
、
朝
野
相
隔
た
り
、
○
堂
は
千
里
よ
り
も
遠
く
、
門
は
九
重
よ
り
も
深
き
を
以
て
な
ら
○
ず
や
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解
釈
は
、﹁
身
分
の
貴
賤
に
よ
る
壁
が
あ
り
、
朝
廷
と
民
間
の
間
に
距
離
が
あ
り
、
君
主
の
居
所
が
千
里
よ
り
も
遠
く
は
な
れ
、
王
城
の
門
が
九
重
よ
り
も
深
く
は
な
れ
て
い

る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
﹂
と
、
疑
問
の
形
に
な
る
。
詠
嘆
の
訳
し
方
も
で
き
な
く
は
な
い
。

正
解

5

︵
�
点
︶

33

問
�

比
喩
に
か
か
わ
る
内
容
説
明
の
問
題

標
準

傍
線
部
Ｃ
﹁
其

猶
㆓

線

与
㆒㆑

矢

也
﹂
の
比
喩
は
、﹁
線
﹂・﹁
矢
﹂
の
ど
の
よ
う
な
点
に
着
目
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

1

～

5

の

う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

﹁
其
れ
猶
ほ
線い

と

と
矢
と
の
ご
と
き
な
り
﹂
そ
の
も
の
は
、﹁
そ
れ
は
あ
た
か
も
糸
と
矢
と
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、﹁
線
﹂
と
﹁
矢
﹂
の
﹁
ど
の
よ
う

な
点
に
着
目
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
﹂
か
は
、
傍
線
部
の
直
後
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

﹁
線
は
針
に
因
り
て
入
り
、
矢
は
弦
を
待
ち
て
発
す
︵
＝
糸
は
針
の
穴
に
入
っ
て
は
じ
め
て
働
き
、
矢
は
弓
の
弦
に
つ
が
え
て
は
じ
め
て
発
せ
ら
れ
る
︶﹂、
つ
ま
り
、
糸
は
、

針
の
穴
に
通
さ
れ
て
は
じ
め
て
布
を
ぬ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
、
矢
は
弓
の
弦
に
つ
が
え
ら
れ
て
は
じ
め
て
前
方
へ
放
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、﹁
線
矢
有
り

と
雖
も
、
苟

い
や
し

く
も
針
弦
無
く
ん
ば
、
自
ら
致
す
を
求
む
る
も
、
得
べ
か
ら
ざ
る
な
り
︵
＝
た
と
え
糸
や
矢
が
あ
っ
て
も
、
か
り
に
も
針
と
弦
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
自
体
用
い
よ

う
と
し
て
も
、
で
き
な
い
の
で
あ
る
︶﹂
と
言
う
。
糸
や
矢
そ
の
も
の
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
用
い
よ
う
が
な
い
、
針
や
弦
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
正
解
は
1

。

正
解

1

︵
+
点
︶

34

問
�

空
欄
補
入
と
書
き
下
し
文
の
組
合
せ
問
題

応
用

傍
線
部
Ｄ
﹁

Ｘ

以

類

至
﹂
に
つ
い
て
、
⒜
空
欄

Ｘ

に
入
る
語
と
、
⒝
書
き
下
し
文
と
の
組
合
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

1

～

5

の
う
ち
か
ら
一

つ
選
べ
。
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傍
線
部
に
至
る
ま
で
の
文
脈
を
少
し
前
か
ら
見
て
み
る
。

﹁
賢
者
﹂
を
﹁
弁
別
す
る
﹂
方
法
と
し
て
、
筆
者
は
、﹁
其
の
族�

類�

を
審
ら
か
に
し
、
之こ

れ

を
し
て
推
薦
せ
し
む
る
の
み
﹂
と
言
っ
て
い
る
が
、
な
ぜ
﹁
必
ず
族
類
を
以
て
す
る
﹂

の
か
と
い
う
と
、﹁
賢
愚
貫
く
こ
と
有
り
、
善
悪
倫
有
り
︵
＝
賢
者
は
賢
者
同
士
、
愚
者
は
愚
者
同
士
、
そ
の
く
っ
つ
き
か
た
は
一
貫
し
て
お
り
、
善
人
は
善
人
同
士
、
悪
人
は

悪
人
同
士
、
類
は
友
を
呼
ん
で
仲
間
に
な
る
︶﹂
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、﹁
若
し
類
を
以
て
求
む
れ
ば
︵
＝
も
し
同
類
の
者
を
求
め
れ
ば
︶﹂、﹁

Ｘ

以

類

至
﹂
と
文
は
流
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
の
流
れ
で
い
え
ば
、﹁
同
類
の
者
は
必

ず
集
ま
る
﹂
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

各
選
択
肢
⒝
の
書
き
下
し
文
に
よ
る
意
味
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
る
。

1

﹁
同
類
を
以"

て"

し"

な"

い"

で"

や"

っ"

て"

く"

る"

か
ら
で
あ
る
﹂

2

﹁
ど
う
し
て
同
類
を
以
て
や
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
か
︵
い
や
、
や"

っ"

て"

こ"

な"

い"

︶︶﹂

3

﹁
必
ず
同
類
を
以
て
や
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
﹂

4

﹁
誰
が
同
類
を
以
て
や
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
か
︵
い
や
、
や"

っ"

て"

こ"

な"

い"

︶﹂

5

﹁
か"

つ"

て"

同
類
を
以
て
や"

っ"

て"

き"

た"

か
ら
で
あ
る
﹂

文
脈
に
あ
て
は
ま
る
の
は
、
3

で
あ
る
。
1

・
2

・
4

・
5

は
"
"
"

点
部
が
キ
ズ
。

正
解

3

︵
,
点
︶

35

問
�

傍
線
部
の
内
容
説
明
問
題

標
準

傍
線
部
Ｅ
﹁
自

然

之

理

也
﹂
は
ど
う
い
う
意
味
を
表
し
て
い
る
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

1

～

5

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

こ
こ
は
、
直
前
部
の
﹁
此
れ
亦
た
猶
ほ
水
の
湿
に
流
れ
、
火
の
燥
に
就
く
が
ご
と
く
﹂
に
着
眼
す
る
。

﹁
此
れ
﹂
は
、
さ
ら
に
そ
の
前
の
、﹁
類
を
以
て
﹂
求
め
れ
ば
必
ず
﹁
類
を
以
て
﹂
集
ま
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
人
間
は
、
賢
者
は
賢
者
同
士
、
愚
者
は
愚
者
同
士
、
善
人
は
善
人

同
士
、
悪
人
は
悪
人
同
士
、﹁
類
は
友
を
呼
ぶ
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、﹁
水
の
湿
に
流
れ
、
火
の
燥
に
就
く
﹂
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
水
は
湿
っ
た
と
こ
ろ
に
流
れ
、
火
は
乾
燥
し
た
ほ
う
に
燃
え
広
が
る
。
こ
の
た
と
え
が
正
し
く
そ
の

ま
ま
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
だ
け
で
も
、
正
解
は
4

で
あ
る
。
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1

×
水
と
火
の
性
質
は
反
対
だ
が
そ
れ
ぞ
れ
有
用
で
あ
る
よ
う
に
、
×
相
反
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
て
も
お
の
お
の
有
効
に
作
用
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

2

×
水
の
湿
り
気
と
火
の
乾
燥
と
が
互
い
に
打
ち
消
し
合
う
よ
う
に
、
×
性
質
の
違
う
二
つ
の
も
の
は
相
互
に
干
渉
し
て
し
ま
う
の
が
自
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

3

×
川
の
流
れ
が
湿
地
を
作
り
山
火
事
で
土
地
が
乾
燥
す
る
よ
う
に
、
×
性
質
の
似
通
っ
た
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
に
大
き
な
作
用
を
生
み
出
す
の
が
自
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

4

○
水
は
湿
っ
た
と
こ
ろ
に
流
れ
、
火
は
乾
燥
し
た
と
こ
ろ
へ
と
広
が
る
よ
う
に
、
○
性
質
を
同
じ
く
す
る
も
の
は
互
い
に
求
め
合
う
の
が
自
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

5

×
水
の
潤
い
や
火
に
よ
る
乾
燥
が
恵
み
に
も
害
に
も
な
る
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
に
も
×
そ
れ
ぞ
れ
長
所
と
短
所
が
あ
る
の
が
自
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

正
解

4

︵
+
点
︶

36

問
	

問
題
文
全
体
に
か
か
わ
る
内
容
合
致
問
題

応
用

︻
予
想
問
題
︼
に
対
し
て
、
作
者
が
︻
模
擬
答
案
︼
で
述
べ
た
答
え
は
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

1

～

5

の

う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

選
択
肢
の
形
を
見
て
も
わ
か
る
が
、︻
予
想
問
題
︼
の
ポ
イ
ン
ト
は
二
点
あ
る
。

�
．
賢
者
を
求
め
て
い
る
は
ず
の
君
主
が
賢
者
と
出
会
わ
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

*
．
賢
者
を
求
め
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
方
策
が
あ
る
か
。

�
の
ポ
イ
ン
ト
に
対
す
る
解
答
は
、︻
模
擬
答
案
︼
の
第
一
段
落
に
あ
る
。

そ
れ
は
、
傍
線
部
Ｂ
の
内
容
で
、
問
�

で
読
み
方
の
答
は
出
て
い
る
の
で
あ
る
が
、﹁
身
分
の
貴
賤
に
よ
る
壁
が
あ
り
、
朝
廷
と
民
間
の
間
に
距
離
が
あ
り
、
君
主
の
居
所
が

千
里
よ
り
も
遠
く
は
な
れ
、
王
城
の
門
が
九
重
よ
り
も
深
く
は
な
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
君
主
が
宮
廷
深
く
に
い
て
、
賢
者
が

い
る
か
も
し
れ
な
い
世
界
と
隔
た
っ
て
い
る
た
め
に
、
賢
者
に
出
会
わ
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
第
一
段
落
の
あ
と
に
は
省
略
が
あ
り
、﹁
臣
に
岳る

岳る

の
誠

ま
こ
と

有
り
と
雖

い
へ
ど

も
、
何
に
由よ

り
て
上

じ
や
う

達た
つ

せ
ん
。
君
に
孜し

孜し

の
念ね

ん

有
り
と
雖
も
、
下げ

知ち

す
る
に
因よ

し

無
し
。
上
下
茫
然

と
し
、
両ふ

た

つ
な
が
ら
相
遇あ

は
ず
︵
＝
た
と
え
臣
下
の
側
に

恭
う
や
う
や

し
く
仕
え
る
誠
意
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
ど
う
や
っ
て
上
に
伝
達
で
き
よ
う
か
。
ま
た
、
た
と
え
君
主
の
側
に
真

摯
に
求
め
る
念
願
が
あ
っ
て
も
、
下
に
知
ら
せ
る
方
法
が
な
い
。
上
下
が
遠
く
は
な
れ
て
は
っ
き
り
見
え
ず
、
双
方
が
出
会
え
な
い
︶
﹂
と
言
っ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
省
略
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
ま
で
の
言
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
与
え
ら
れ
て
い
る
第
一
段
落
の
読
解
だ
け
で
も
判
断
は
で
き
よ
う
。
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*
の
ポ
イ
ン
ト
に
対
す
る
解
答
は
、︻
模
擬
答
案
︼
の
第
二
段
落
に
あ
り
、
ポ
イ
ン
ト
は
、﹁

各
お
の
お
の

其
の
族
類
を

審
つ
ま
び

ら
か
に
し
、
之こ

れ

を
し
て
推
薦
せ
し
む
る
の
み
︵
＝
そ
れ
ぞ

れ
そ
の
人
物
の
同
類
の
人
物
を
詳
し
く
調
べ
、
そ
の
人
物
に
賢
者
を
推
薦
さ
せ
る
こ
と
に
尽
き
る
︶﹂
で
あ
る
。

1

君
主
が
賢
者
と
出
会
わ
な
い
の
は
、
×
君
主
が
賢
者
を
採
用
す
る
機
会
が
少
な
い
た
め
で
あ
り
、
賢
者
を
求
め
る
に
は
×
採
用
試
験
を
よ
り
多
く
実
施
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

人
材
を
多
く
確
保
し
、
そ
の
中
か
ら
賢
者
を
探
し
出
す
べ
き
で
あ
る
。

2

君
主
が
賢
者
と
出
会
わ
な
い
の
は
、
×
君
主
と
賢
者
の
心
が
離
れ
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
賢
者
を
求
め
る
に
は
ま
ず
×
君
主
の
考
え
を
広
く
伝
え
て
、
賢
者
と
の
心
理
的
距

離
を
縮
め
た
う
え
で
人
材
を
採
用
す
る
べ
き
で
あ
る
。

3

君
主
が
賢
者
と
出
会
わ
な
い
の
は
、
×
君
主
が
人
材
を
見
分
け
ら
れ
な
い
た
め
で
あ
り
、
賢
者
を
求
め
る
に
は
×
そ
の
賢
者
が
党
派
に
加
わ
ら
ず
、
自
分
の
信
念
を
貫
い
て

い
る
か
ど
う
か
を
見
分
け
る
べ
き
で
あ
る
。

4

君
主
が
賢
者
と
出
会
わ
な
い
の
は
、
○
君
主
が
賢
者
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
で
あ
り
、
賢
者
を
求
め
る
に
は
○
賢
者
の
グ
ル
ー
プ
を
見
極
め
た
う
え
で
、
そ

の
中
か
ら
人
材
を
推
挙
し
て
も
ら
う
べ
き
で
あ
る
。

5

君
主
が
賢
者
と
出
会
わ
な
い
の
は
、
×
君
主
が
賢
者
を
受
け
入
れ
な
い
た
め
で
あ
り
、
賢
者
を
求
め
る
に
は
×
幾
重
に
も
重
な
っ
て
い
る
王
城
の
門
を
開
放
し
て
、
や
っ
て

来
る
人
々
を
広
く
受
け
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

正
解

4

︵
U
点
︶

37
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