
二
〇
二
四
年
度

大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト

解
説
︿
古
典
﹀

第
�

問

古
文

﹁
車し

や

中
ち
ゆ
う
の

雪ゆ
き

﹂
︵
﹃
草そ

う

縁え
ん

集
し
ゆ
う

﹄
所
収
︶

﹇
出

典
﹈

﹃
草
縁
集
﹄
は
、
江
戸
時
代
後
期
︵
一
七
八
四
～
一
八
六
一
︶
の
歌
人
・
国
学
者
︵
賀か

茂も

の

真ま

淵ぶ
ち

の
弟
子
で
あ
る
加か

藤と
う

千ち

蔭か
げ

の
孫
弟
子
︶
で
、
音
楽
な
ど
に
も
通
じ
て
い
た
、
江
戸
幕

府
幕
臣
天あ

ま

野の

政ま
さ

徳の
り

が
編
ん
だ
歌
文
集
。
文
政
二
～
三
年
︵
一
八
一
九
～
一
八
二
〇
︶
刊
行
。
短
歌
・
長
歌
・
文
章
な
ど
、
同
時
代
の
人
々
の
作
品
︵
天
野
自
身
の
作
も
含
む
︶
を
集
め

た
も
の
。
今
回
本
文
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
﹁
車
中
雪
﹂
は
、
文
章
を
集
め
た
﹁
文
部
﹂
の
﹁
下
﹂
の
﹁
物
語
類
﹂
に
載
る
も
の
で
、
作
者
は
、
豊
前
小
倉
藩
藩
士
秋あ

き

山や
ま

光み
つ

彪た
け

︵
一
七
七
五
～
一
八
三
二
︶
で
あ
る
。
秋
山
は
、
天
野
と
同
時
代
の
国
学
者
・
歌
人
で
、
村む

ら

田た

春は
る

海み

﹇
賀
茂
真
淵
の
弟
子
﹈
門
下
随
一
の
秀
才
と
言
わ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
天
野
と
秋

山
は
、
い
わ
ゆ
る
江
戸
派
︵
賀
茂
真
淵
の
門
人
で
あ
る
加
藤
千
蔭
・
村
田
春
海
な
ど
を
中
心
と
す
る
和
歌
・
国
学
の
一
派
︶
の
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
﹁
車
中
雪
﹂
は
、
あ
る
貴
人

が
、
雪
の
日
に
、
身
近
な
家
司
た
ち
だ
け
を
連
れ
て
、
桂
の
別
邸
へ
出
か
け
る
場
面
を
描
い
た
、
擬
古
物
語
風
の
小
品
で
あ
る
。

﹇
通

釈
﹈

︵
あ
る
貴
人
が
︶
桂
の
別
邸
を
増
設
な
さ
っ
た
も
の
の
、
少
し
の
間
も
お
出
か
け
に
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
降
る
雪
を
待
つ
か
の
よ
う
な
残
雪
に
促
さ
れ
て
、
不
意
に
︵
桂
へ
雪

見
に
行
く
こ
と
を
︶
思
い
立
ち
な
さ
っ
た
。
︵
い
つ
も
は
︶
こ
の
よ
う
な
御
出
歩
き
に
は
、
源
少
将
、
藤
式
部
を
は
じ
め
と
し
て
、
当
世
の
識
者
と
し
て
知
ら
れ
る
若
者
を
皆
、
必
ず

お
呼
び
に
な
り
、
付
き
添
わ
せ
て
い
た
が
、
に
わ
か
に
思
い
つ
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
う
︵
＝
桂
へ
出
か
け
る
︶
と
そ
れ
と
な
く
言
う
こ
と
さ
え
な
さ
ら
ず
、
﹁
た
だ
親
し
い

家け
い

司し

四
、
五
人
を
連
れ
て
︵
出
か
け
よ
う
︶
﹂
と
心
に
お
決
め
に
な
る
。

す
ぐ
に
御
牛
車
を
引
き
出
し
た
と
こ
ろ
、
︵
雪
が
舞
っ
て
来
た
の
で
︶
﹁
空
よ
り
花
の
︵
＝
冬
で
あ
る
の
に
空
か
ら
花
が
散
っ
て
来
る
の
は
雲
の
彼
方
に
春
が
来
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う

か
︶
﹂
と
、
興
じ
て
い
た
の
に
、
賞
美
し
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
早
く
も
散
っ
て
消
え
て
し
ま
う
の
は
、
こ
の
ま
ま
止
ん
で
し
ま
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
﹁
そ
れ
に
し
て
も

︵
せ
っ
か
く
出
か
け
て
来
た
の
に
︶
実
に
体
裁
が
悪
く
が
っ
か
り
な
こ
と
だ
﹂
と
、
人
々
が
ひ
ど
く
残
念
が
る
と
、
︵
貴
人
は
︶
﹁
本
当
に
張
り
合
い
が
な
く
残
念
だ
﹂
と
お
思
い
に
な

る
け
れ
ど
、
﹁
そ
れ
で
引
き
返
す
よ
う
な
こ
と
も
人
に
見
ら
れ
た
ら
み
っ
と
も
な
い
こ
と
に
思
わ
れ
る
。
や
は
り
法
輪
寺
の
八
講
に
か
こ
つ
け
て
︵
出
か
け
よ
う
︶
﹂
と
思
う
よ
う
に
お

な
り
に
な
っ
て
、
ひ
た
す
ら
先
を
急
が
せ
な
さ
る
う
ち
に
、
再
び
一
面
に
曇
っ
て
真
っ
暗
闇
に
な
っ
て
、
︵
雪
が
︶
先
程
よ
り
も
格
別
に
散
り
乱
れ
た
の
で
、
道
の
脇
に
御
牛
車
を
立
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て
さ
せ
︵
＝
止
め
さ
せ
︶
な
が
ら
御
覧
に
な
る
と
、
何
と
か
い
う
山
も
、
か
ん
と
か
い
う
河
原
も
、
ほ
ん
の
少
し
の
間
に
︵
雪
で
真
っ
白
に
な
り
︶
様
子
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

︵
雪
が
止
み
か
け
て
︶
気
乗
り
し
て
い
な
か
っ
た
例
の
人
々
も
、
本
当
に
た
い
そ
う
相
好
を
崩
し
て
微
笑
ん
で
、
﹁
こ
れ
が
小
倉
山
の
峰
で
あ
っ
た
ら
︵
よ
い
の
に
︶
﹂
﹁
そ
ち
ら
は
ま

さ
に
梅
津
の
渡
り
︵
の
よ
う
︶
で
あ
ろ
う
﹂
と
、
口
々
に
言
い
合
っ
て
い
る
が
、
︵
一
面
の
銀
世
界
に
、
雪
が
積
も
っ
た
︶
松
と
竹
の
違
い
さ
え
も
、
う
っ
か
り
と
間
違
え
て
し
ま
う

に
違
い
な
い
様
子
で
あ
る
。
︵
貴
人
は
︶
﹁
あ
あ
、
本
当
に
趣
深
い
と
い
う
の
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
ね
。
も
う
少
し
こ
こ
で
見
て
賞
美
し
よ
う
﹂
と
お
っ
し
ゃ
っ

て
、
そ
の
ま
ま
︵
牛
車
の
︶
下し

た

�
す
だ
れ

を
掲
げ
な
さ
り
な
が
ら
、

こ
こ
も
ま
た
…
＝
こ
の
場
所
も
ま
た
月
の
中
に
あ
る
人
里
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
雪
の
光
も
こ
の
世
の
も
の
と
は
違
っ
て
︵
光
り
輝
い
て
︶
い
る
よ
。

な
ど
と
︵
和
歌
を
詠
ん
で
︶
興
じ
な
さ
る
。
そ
う
す
る
う
ち
に
、
見
た
目
が
好
ま
し
い
子
供
で
水す

い

干か
ん

を
着
て
い
る
者
が
、
ふ
う
ふ
う
と
手
を
吹
き
暖
め
な
が
ら
御
車
の
あ
と
を
追
っ
て

来
て
、
榻し

じ

の
も
と
に
し
ゃ
が
み
込
み
な
が
ら
、
﹁
こ
れ
を
御
車
︵
の
御
方
︶
に
﹂
と
言
っ
て
差
し
出
し
た
の
は
、
源
少
将
か
ら
の
御
手
紙
で
あ
っ
た
よ
。
大
夫
︵
＝
家
司
の
一
人
︶
が

取
り
次
い
で
差
し
上
げ
る
の
を
︵
貴
人
は
︶
御
覧
に
な
る
と
、
﹁
い
つ
も
は
︵
私
の
こ
と
を
︶
置
い
て
き
ぼ
り
に
は
な
さ
ら
な
い
の
に
、
︵
今
日
は
︶
こ
の
よ
う
に
︵
な
さ
る
な
ん
て
︶
、

白
雪
の
…
＝
白
雪
が
降
り
、
振
り
捨
て
ら
れ
た
あ
た
り
︵
＝
置
い
て
き
ぼ
り
に
さ
れ
た
私
の
と
こ
ろ
︶
で
は
、
︵
雪
で
は
な
く
︶
恨
め
し
い
思
い
ば
か
り
が
幾
重
に
も
積
も
っ
て

い
る
こ
と
で
す
よ
。

と
書
い
て
あ
る
の
で
、
︵
貴
人
は
︶
微
笑
み
な
さ
っ
て
、

畳
た
と
う

紙が
み

に
、

尋
め
来
や
と
…
＝
(
あ
な
た
が
︶
あ
と
を
追
っ
て
来
る
か
と
︵
思
っ
て
︶
、
わ
ざ
と
雪
に
車
の
跡
を
つ
け
な
が
ら
進
ん
で
行
っ
た
の
に
、
︵
私
が
︶
待
っ
て
い
る
と
は
、
あ
な
た
は

気
が
つ
か
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

す
ぐ
に
そ
こ
に
あ
っ
た
松
を
雪
を
付
け
た
ま
ま
で
折
り
取
り
な
さ
っ
て
、
そ
の
枝
に
︵
和
歌
を
書
い
た
紙
を
︶
結
び
付
け
て
︵
使
い
の
者
に
︶
お
や
り
に
な
っ
た
。

だ
ん
だ
ん
と
日
が
暮
れ
か
か
る
う
ち
に
、
そ
ん
な
に
も
雲
が
か
か
っ
て
空
が
一
面
に
曇
っ
て
い
た
の
も
、
い
つ
の
間
に
か
す
っ
か
り
晴
れ
渡
っ
て
、
月
を
想
起
さ
せ
る
名
を
持
つ
桂

の
里
の
月
の
光
は
鮮
や
か
に
差
し
込
ん
で
来
た
の
で
、
雪
明
か
り
も
ま
す
ま
す
引
き
立
ち
、
天
地
の
果
て
ま
で
、
銀
を
叩
い
て
伸
ば
し
た
か
の
よ
う
に
あ
た
り
一
面
︵
銀
色
︶
に
き
ら

き
ら
と
輝
い
て
、
ま
ぶ
し
い
ほ
ど
に
美
し
い
夜
の
景
色
で
あ
る
。

桂
の
別
邸
の
管
理
を
任
さ
れ
た
人
も
出
て
来
て
、
﹁
こ
の
よ
う
に
出
か
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
も
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
す
ぐ
に
も
お
迎
え
に
参
り
ま
せ
ん
で
し
た
こ
と
よ
﹂

な
ど
と
言
い
な
が
ら
、
頭
も
上
げ
な
い
で
、
む
や
み
に
︵
牛
車
の
あ
と
に
︶
付
き
従
う
あ
ま
り
に
、
牛
の
頭
の
雪
を
か
き
払
お
う
と
し
て
は
、

軛
く
び
き

に
触
れ
て
烏え

帽ぼ

子し

を
落
と
し
、
御

牛
車
を
進
め
よ
う
と
す
る
道
︵
の
雪
︶
を
き
れ
い
に
し
よ
う
と
し
て
は
、
残
念
に
も
︵
か
え
っ
て
︶
雪
を
踏
み
荒
ら
し
な
が
ら
、
︵
寒
さ
の
た
め
に
︶
足
や
手
の
色
を
海
老
の
よ
う
に

赤
く
し
て
、
桂
の
里
の
風
に
吹
か
れ
、
風
邪
を
ひ
き
つ
つ
歩
い
て
行
く
。
人
々
は
、
﹁
さ
あ
早
く
︵
別
邸
へ
︶
御
牛
車
を
引
き
入
れ
て
し
ま
お
う
。
あ
ち
ら
の
様
子
も
た
い
そ
う
見
た

い
の
で
﹂
と
言
っ
て
、
︵
先
を
急
ご
う
と
し
て
︶
一
斉
に
そ
わ
そ
わ
と
し
合
っ
て
い
る
が
、
︵
風
雅
を
好
む
貴
人
は
︶
﹁
本
当
に
︵
そ
う
だ
な
︶
﹂
と
は
お
思
い
に
な
る
も
の
の
、
︵
今
い

る
︶
こ
の
場
所
︵
の
景
色
︶
も
や
は
り
見
過
ご
し
が
た
く
お
思
い
に
な
っ
て
︵
い
た
︶
。
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﹇
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
ふ
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
﹂
で
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
。

(

基
礎

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

﹁
あ
か
ら
さ
ま
に
／
も
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
る
。

﹁
あ
か
ら
さ
ま
に
﹂
は
、
﹁
仮
に
・
ち
ょ
っ
と
・
ほ
ん
の
し
ば
ら
く
﹂
、
あ
る
い
は
﹁
急
に
・
た
ち
ま
ち
﹂
な
ど
と
訳
す
形
容
動
詞
﹁
あ
か
ら
さ
ま
な
り
﹂
の
連
用
形
。
﹁
あ
か
ら

さ
ま
に
も
…
ず
︵
打
消
︶
﹂
の
形
で
、
﹁
か
り
に
も
ま
っ
た
く
…
し
な
い
﹂
と
訳
す
こ
と
も
あ
る
。
選
択
肢
の
中
で
は
3

の
﹁
少
し
の
間
も
﹂
が
唯
一
該
当
す
る
。

よ
っ
て
、
正
解
は
3

で
あ
る
。

正
解

3

23

)

基
礎

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

﹁
と
み
／
の
／
こ
と
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
る
。

﹁
と
み
︵
頓
︶
﹂
は
、
こ
こ
で
は
、
﹁
急
な
こ
と
・
に
わ
か
な
こ
と
﹂
の
意
の
名
詞
。
﹁
と
み
な
り
﹂
と
形
容
動
詞
に
用
い
る
こ
と
も
あ
る
﹁
と
み
の
こ
と
﹂
で
、
﹁
急
な
こ
と
・

に
わ
か
な
こ
と
﹂
の
意
と
な
る
。
こ
こ
で
は
﹁
桂
の
院
﹂
へ
行
く
こ
と
を
、
主
人
公
が
﹁
に
わ
か
に
思
い
つ
い
た
こ
と
﹂
で
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
正
解
は
2

で
あ
る
。
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正
解

2

24

*

基
礎

﹁
か
た
ち
を
か
し
げ
な
る
﹂
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

﹁
か
た
ち
／
を
か
し
げ
な
る
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
る
。

﹁
か
た
ち
﹂
は
、
﹁
容
貌
・
顔
立
ち
﹂
な
ど
と
訳
す
名
詞
。
選
択
肢
の
中
で
は
5

の
﹁
見
た
目
﹂
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。
﹁
外
形
﹂
や
﹁
様
子
﹂
を
言
う
こ
と
も
あ
る
が
、
衣
服

な
ど
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
場
面
で
は
な
い
の
で
1

の
﹁
格
好
﹂
は
近
い
よ
う
で
違
っ
て
い
る
。
﹁
を
か
し
げ
な
る
﹂
は
、
﹁
か
わ
い
ら
し
い
様
子
だ
・
趣
深
い
様
子
だ
﹂
な
ど

と
訳
す
形
容
動
詞
﹁
を
か
し
げ
な
り
﹂
の
連
体
形
。
﹁
か
た
ち
﹂
と
の
続
き
具
合
を
考
え
て
も
、
5

の
﹁
好
ま
し
い
﹂
が
適
当
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
正
解
は
5

で
あ
る
。

正
解

5

25

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
。
本
年
度
は
、
昨
年
度

と
同
様
に
、
別
々
の
五
箇
所
に
つ
い
て
問
わ
れ
、
全
て
の
選
択
肢
で
文
法
・
敬
語
に
つ
い
て
問
わ
れ
た
。

1

波
線
部
は
﹁
う
ち
興
じ
／
た
り
／
し
／
も
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
、
﹁
興
じ
て
い
た
の
に
﹂
と
訳
さ
れ
る
。

﹁
う
ち
興
じ
﹂
は
、
﹁
興
じ
る
・
面
白
が
る
﹂
の
意
の
サ
変
動
詞
﹁
興
ず
﹂
の
連
用
形
﹁
興
じ
﹂
に
語
調
を
整
え
る
接
頭
語
﹁
う
ち
﹂
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
状
態
。
﹁
た
り
﹂
は
、

存
続
︵
＝
～
て
い
る
︶
の
助
動
詞
﹁
た
り
﹂
の
連
用
形
で
あ
る
。
﹁
し
も
﹂
は
、
1

が
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
﹁
し
﹂
が
強
意
︵
＝
訳
さ
な
い
か
、
強
め
る
言
葉
を
補
っ
て
訳

す
︶
の
副
助
詞
、
続
く
﹁
も
﹂
が
、
強
意
︵
＝
訳
さ
な
い
か
、
そ
の
ま
ま
﹁
も
﹂
と
訳
す
︶
の
係
助
詞
で
あ
る
こ
と
多
い
が
、
こ
こ
は
、
後
方
へ
の
意
味
の
続
き
具
合
を
考
え
る
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と
、
﹁
し
﹂
は
過
去
︵
＝
～
た
︶
の
助
動
詞
﹁
き
﹂
の
連
体
形
、
﹁
も
﹂
は
﹁
～
の
に
・
～
て
も
﹂
な
ど
と
訳
す
接
続
助
詞
と
考
え
て
、
﹁
興
じ
て
い
た+

の
に
﹂
と
訳
す
の
が
、
文

意
が
ス
ム
ー
ズ
に
通
ず
る
。

よ
っ
て
、
﹁
し
﹂
を
﹁
強
意
の
副
助
詞
﹂
と
し
、
﹁
主
人
公
の
喜
び
の
大
き
さ
を
表
し
て
い
る
﹂
と
し
て
い
る
1

の
説
明
は
正
し
く
な
い
。

2

波
線
部
は
﹁
引
き
返
さ
／
む
／
も
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
、
﹁
引
き
返
す
よ
う
な
こ
と
も
﹂
と
訳
さ
れ
る
。

﹁
む
﹂
は
、
助
動
詞
﹁
む
﹂
の
連
体
形
。
助
動
詞
﹁
む
﹂
は
終
止
形
も
﹁
む
﹂
だ
が
、
こ
こ
は
直
後
に
﹁
こ
と
﹂
な
ど
の
体
言
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
連
体
形
で
あ
る
。

ま
た
、
助
動
詞
﹁
む
﹂
は
、
推
量
︵
＝
～
だ
ろ
う
︶
・
意
志
︵
＝
～
し
よ
う
︶
・
適
当
︵
＝
～
の
が
よ
い
︶
な
ど
の
意
を
示
す
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
こ
の
よ
う
に
連
体
形
の
場
合
は
、

ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
婉
曲
︵
＝
～
よ
う
な
︶
・
仮
定
︵
＝
～
な
ら
ば
、
そ
の
︶
の
意
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
桂
の
院
へ
出
か
け
よ
う
と
急
に
思
い
立
っ
て
出
か
け
た
︵
本
文
全
体
か

ら
見
る
と
雪
の
風
景
を
賞
美
し
た
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︶
が
、
雪
が
止
ん
で
し
ま
い
そ
う
だ
っ
た
の
で
、
出
か
け
て
き
た
甲
斐
が
な
い
と
人
々
と
も
嘆
き
始
め
た
折
の
、
主
人
公

の
思
い
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
﹁
引
き
返
さ
む
も
人
目
悪
か
め
り
﹂
で
、
﹁
今
さ
ら
引
き
返
す
よ+

う+

な+

こ
と
も
人
に
見
ら
れ
た
ら
み
っ
と
も
な
い
こ
と
に
思
わ
れ
る
﹂
と
い
っ

た
意
味
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
2

は
、
﹁
む
﹂
の
説
明
に
も
、
﹁
引
き
返
し
た
場
合
の
状
況
を
主
人
公
が
考
え
て
い
る
﹂
と
い
う
説
明
に
も
、
誤
り
は
な
い
。

3

波
線
部
は
﹁
面
変
は
り
／
せ
／
り
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
、
﹁
様
子
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
﹂
と
訳
さ
れ
る
。

﹁
面
変
は
り
︵
お
も
が
は
り
︶
﹂
は
、
名
詞
で
、
本
来
は
﹁
︵
歳
を
と
っ
て
︶
顔
か
た
ち
が
変
わ
る
こ
と
﹂
の
意
で
あ
る
が
、
人
の
顔
に
限
ら
ず
、
﹁
見
た
目
の
様
子
が
変
わ
る
こ

と
﹂
の
意
で
も
使
わ
れ
る
。
﹁
せ
﹂
は
、
﹁
す
る
﹂
の
意
の
サ
変
動
詞
﹁
す
﹂
の
未
然
形
。
﹁
り
﹂
は
、
存
続
︵
＝
～
て
い
る
︶
・
完
了
︵
＝
～
た
︶
の
助
動
詞
の
終
止
形
で
あ
る
。

こ
こ
は
、
少
し
前
に
、
﹁
ま
た
も
つ
つ
闇
に
曇
り
み
ち
て
、
あ
り
し
よ
り
け
に
散
り
乱
れ
た
れ
ば
︵
＝
再
び
一
面
に
曇
っ
て
真
っ
暗
闇
に
な
っ
て
、
雪
が
先
程
よ
り
も
格
別
に
散

り
乱
れ
た
の
で
︶
﹂
と
あ
る
の
で
、
そ
の
雪
に
よ
っ
て
、
﹁
何
が
し
の
山
、
く
れ
が
し
の
河
原
︵
＝
何
と
か
い
う
山
も
、
か
ん
と
か
い
う
河
原
︶
﹂
も
﹁
た
だ
時
の
間
に
︵
＝
ほ
ん

の
少
し
の
間
に
︶
﹂
雪
で
真
っ
白
に
な
っ
て
﹁
様
子
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
﹂
こ
と
を
﹁
面
変
は
り
せ
り
﹂
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
こ
れ
を
﹁
人
々
の
顔
色
が
寒
さ
で
変
化
し
て
し
ま
っ
た
﹂
と
し
て
い
る
3

の
説
明
は
誤
り
で
あ
る
。

4

波
線
部
は
﹁
興
ぜ
／
さ
せ
／
給
ふ
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
、
﹁
興
じ
な
さ
る
。
面
白
が
り
な
さ
る
﹂
と
訳
さ
れ
る
。

﹁
興
ぜ
﹂
は
、
﹁
興
じ
る
・
面
白
が
る
﹂
の
意
の
サ
変
動
詞
﹁
興
ず
﹂
の
未
然
形
。
﹁
さ
せ
﹂
は
、
使
役
︵
＝
～
さ
せ
る
︶
・
尊
敬
︵
＝
お
～
に
な
る
・
～
な
さ
る
︶
の
助
動
詞

﹁
さ
す
﹂
の
連
用
形
。
﹁
給
ふ
﹂
は
、
﹁
お
～
に
な
る
・
～
な
さ
る
﹂
と
訳
す
、
尊
敬
の
補
助
動
詞
﹁
給
ふ
﹂
の
連
体
形
で
あ
る
。
本
文
中
で
、
そ
の
動
作
に
尊
敬
語
が
使
わ
れ
て

い
る
の
は
、
主
人
公
だ
け
で
あ
る
︵
尊
敬
語
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
人
公
が
貴
人
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︶
か
ら
、
﹁
給
ふ
﹂
が
あ
る
こ
と
で
、
こ
の
箇
所
の
主
体

が
主
人
公
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
﹁
さ
せ
﹂
が
使
役
で
あ
れ
ば
、
主
人
公
が
別
の
人
︵
同
行
の
人
々
︶
を
﹁
面
白
が
ら
せ+

な
さ
っ
た
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
﹁
さ
せ
﹂
が
尊
敬

で
あ
れ
ば
、
主
人
公
自
身
が
﹁
面
白
が
っ
た
﹂
こ
と
に
な
る
。
波
線
部
の
箇
所
を
見
る
と
、
こ
こ
は
、
主
人
公
が
﹁
こ
こ
も
ま
た
﹂
の
歌
を
詠
ん
で
﹁
面
白
が
っ
た
﹂
と
い
う
こ
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と
で
あ
り
、
同
行
の
人
々
を
﹁
面
白
が
ら
せ+

た
・
楽
し
ま
せ+

た
﹂
様
子
は
、
本
文
か
ら
は
見
て
取
れ
な
い
。
よ
っ
て
、
﹁
さ
せ
﹂
は
尊
敬
と
考
え
る
の
が
よ
い
。
﹁
さ
せ
﹂
を
尊
敬

と
す
る
と
、
﹁
さ
せ
給
ふ
﹂
は
、
皇
族
な
ど
極
め
て
高
貴
な
人
に
使
う
最
高
敬
語
︵
二
重
尊
敬
︶
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
主
人
公
が
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
身
分
の
者
で
あ
る
か
ど

う
か
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
本
文
に
は
主
人
公
の
身
分
に
つ
い
て
は
何
も
書
か
れ
て
は
い
な
い
が
、
た
と
え
ば
本
文
,
～
-
行
目
の
﹁
思+

し+

立
た
す+

﹂
、
.
行
目
の
﹁
思+

し+

お

き
て
給+

ふ+

﹂
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
主
人
公
に
対
す
る
敬
意
を
示
す
最
高
敬
語
︵
二
重
尊
敬
︶
の
表
現
と
言
え
る
の
で
、
波
線
部
の
﹁
さ
せ
﹂
を
尊
敬
と
考
え
て
も
か
ま
わ
な
い
こ

と
に
な
る
。

よ
っ
て
、
﹁
さ
せ
﹂
を
﹁
使
役
﹂
と
し
、
﹁
人
々
を
楽
し
ま
せ
た
﹂
と
し
て
い
る
4

の
説
明
は
正
し
く
な
い
。

5

波
線
部
は
﹁
大
夫
／
と
り
つ
た
へ
／
て
／
奉
る
／
を
／
見
／
給
ふ
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
、
﹁
大
夫
が
取
り
次
い
で
差
し
上
げ
る
の
を
御
覧
に
な
る
﹂
と
訳
さ
れ
る
。

﹁
大
夫
﹂
は
、
︵
注
.
︶
に
あ
る
と
お
り
、
﹁
家
司
﹂
の
一
人
。
﹁
と
り
つ
た
へ
﹂
は
﹁
取
り
伝
へ
﹂
で
、
﹁
受
け
取
っ
て
伝
え
る
﹂
、
つ
ま
り
、
﹁
取
り
次
ぐ
﹂
こ
と
を
意
味
す
る

動
詞
﹁
と
り
つ
た
ふ
︵
取
り
伝
ふ
︶
﹂
の
連
用
形
。
﹁
奉
る
﹂
は
、
﹁
差
し
上
げ
る
﹂
の
意
の
謙
譲
の
動
詞
﹁
奉
る
﹂
の
連
体
形
。
こ
こ
で
は
源
少
将
か
ら
の
手
紙
を
﹁
大
夫
﹂
が

﹁
童
﹂
か
ら
取
り
次
い
で
、
主
人
公
に
﹁
差
し
上
げ
た
﹂
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
﹁
給
ふ
﹂
は
、
﹁
お
～
に
な
る
・
～
な
さ
る
﹂
な
ど
と
訳
す
、
尊
敬
の
補
助
動
詞
﹁
給
ふ
﹂
の

連
体
形
。
こ
こ
は
、
﹁
見
給
ふ
﹂
で
、
﹁
大
夫
﹂
が
取
り
次
い
だ
手
紙
を
、
主
人
公
が
﹁
御
覧
に
な
る
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
地
の
文
に
あ
る
敬
語
に
は
作
者
︵
語
り
手
︶
か
ら

の
敬
意
が
込
め
ら
れ
、
尊
敬
語
は
、
動
作
の
主
体
へ
の
敬
意
を
示
す
敬
語
で
あ
る
の
で
、
こ
の
﹁
給
ふ
﹂
は
、
作
者
か
ら
主
人
公
へ
の
敬
意
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

よ
っ
て
、
﹁
給
ふ
﹂
に
つ
い
て
﹁
大
夫
に
対
す
る
敬
意
を
表
し
て
い
る
﹂
と
し
て
い
る
5

の
説
明
は
正
し
く
な
い
。

以
上
か
ら
、
正
解
は
2

で
あ
る
。

正
解

2

26

問
�

和
歌
に
関
す
る
内
容
説
明
問
題

応
用
︵
選
択
肢
四
つ
︶

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

和
歌
に
関
す
る
説
明
問
題
は
、
﹁
セ
ン
タ
ー
試
験
﹂
時
代
か
ら
の
頻
出
の
問
題
で
、
﹁
共
通
テ
ス
ト
﹂
に
な
っ
て
か
ら
も
、
二
〇
二
一
年
度
本
試
で
三
首
の
和
歌
に
関
す
る
内
容

説
明
問
題
、
二
〇
二
三
年
度
本
試
で
連
歌
の
解
釈
に
関
す
る
説
明
問
題
な
ど
が
出
題
さ
れ
て
い
る
。
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Ｘ
の
歌
は
﹁
白
雪
／
の
／
ふ
り
捨
て
／
ら
れ
／
し
／
あ
た
り
／
に
／
は
／
恨
み
／
の
み
／
こ
そ
／
千
重
／
に
／
積
も
れ
／
れ
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
、
﹁
白
雪
が
降
り
、
振
り
捨

て
ら
れ
た
あ
た
り
で
は
、
恨
み
ば
か
り
が
幾
重
に
も
積
も
っ
て
い
る
よ
﹂
と
直
訳
さ
れ
る
。

﹁
ふ
り
捨
て
﹂
は
、
﹁
振
り
捨
て
る
・
容
赦
な
く
見
捨
て
る
﹂
の
意
の
下
二
段
動
詞
﹁
ふ
り
捨
つ
︵
振
り
捨
つ
︶
﹂
の
未
然
形
。
﹁
白
雪
の
﹂
か
ら
の
つ
な
が
り
を
考
え
る
と
、

﹁
ふ
り
﹂
に
は
﹁
降
り
﹂
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
﹁
ら
れ
﹂
は
、
受
身
︵
＝
～
さ
れ
る
︶
の
助
動
詞
﹁
ら
る
﹂
の
連
用
形
。
﹁
し
﹂
は
、
過
去
︵
＝
～
た
︶

の
助
動
詞
﹁
き
﹂
の
連
体
形
。
こ
の
歌
が
、
主
人
公
で
あ
る
貴
人
か
ら
桂
行
き
に
誘
わ
れ
な
か
っ
た
源
少
将
が
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
﹁
ふ
り
捨
て
ら
れ
し
あ

た
り
﹂
と
は
﹁
置
い
て
き
ぼ
り
に
さ
れ
た
私
の
と
こ
ろ
﹂
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
﹁
こ
そ
﹂
は
、
強
意
の
係
助
詞
。
﹁
千
重
﹂
は
、
﹁
幾
重
に
も
重
な
っ
て
い
る
こ

と
﹂
の
意
。
﹁
積
も
れ
﹂
は
、
四
段
動
詞
﹁
積
も
る
﹂
の
已
然
形
。
﹁
れ
﹂
は
、
存
続
︵
＝
～
て
い
る
︶
の
助
動
詞
﹁
り
﹂
の
已
然
形
︵
係
助
詞
﹁
こ
そ
﹂
に
よ
る
係
り
結
び
の
結

び
︶
で
あ
る
。
﹁
積
も
る
﹂
は
﹁
雪
﹂
の
縁
語
で
、
こ
こ
で
﹁
千
重
﹂
に
積
も
っ
て
い
る
の
は
﹁
雪
﹂
で
あ
り
そ
う
だ
が
、
源
少
将
は
﹁
雪
﹂
で
は
な
く
、
桂
行
き
に
誘
わ
れ
な

か
っ
た
﹁
恨
み
﹂
だ
け
が
幾
重
に
も
積
も
っ
て
い
る
と
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
﹁
白
雪
が
降
り
、
振
り
捨
て
ら
れ
て
、
置
い
て
き
ぼ
り
に
さ
れ
た
私
の
と
こ
ろ
で
は
、
雪
で
は

な
く
、
恨
め
し
い
思
い
ば
か
り
が
幾
重
に
も
積
も
っ
て
い
る
こ
と
で
す
よ
﹂
と
、
桂
行
き
に
誘
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
な
じ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

1

は
、
ま
ず
、
源
少
将
が
﹁
主
人
公
の
誘
い
を
断
っ
た
﹂
と
い
う
事
実
が
な
い
。
本
文
-
～
.
行
目
に
﹁
か
う
や
う
の
御
歩
き
に
は
、
源
少
将
、
藤
式
部
を
は
じ
め
て
、
今

の
世
の
有
職
と
聞
こ
ゆ
る
若
人
の
か
ぎ
り
、
必
ず
し
も
召
し
ま
つ
は
し
た
り
し
を
、
と
み
の
こ
と
な
り
け
れ
ば
、
か
く
と
だ
に
も
ほ
の
め
か
し
給
は
ず
、
﹃
た
だ
親
し
き
家
司
四

人
五
人
し
て
﹄
と
ぞ
思
し
お
き
て
給
ふ
﹂
と
あ
る
の
は
﹁
︵
い
つ
も
は
︶
こ
の
よ
う
な
御
出
歩
き
に
は
、
源
少
将
、
藤
式
部
を
は
じ
め
と
し
て
、
当
世
の
識
者
と
し
て
知
ら
れ
る

若
者
を
皆
、
必
ず
お
呼
び
に
な
り
、
付
き
添
わ
せ
て
い
た
が
、
に
わ
か
に
思
い
つ
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
う
と
そ
れ
と
な
く
言
う
こ
と
さ
え
な
さ
ら
ず
、
﹃
た
だ
親
し
い

家
司
四
、
五
人
を
連
れ
て
﹄
と
心
に
お
決
め
に
な
る
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
源
少
将
が
﹁
主
人
公
の
誘
い
を
断
っ
た
﹂
の
で
は
な
く
、
主
人
公
が
源
少
将
を
誘
わ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
﹁
私
へ
の
﹃
恨
み
﹄
が
積
も
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
ね
﹂
も
誤
り
。
歌
の
解
釈
で
見
た
よ
う
に
、
Ｘ
の
歌
で
言
っ
て
い
る
の
は
、
﹁
︵
主
人
公
に
対
す
る
︶

私
の
﹃
恨
み
﹄
が
積
も
っ
て
い
る
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

2

は
、
ま
ず
﹁
恋
情
を
訴
え
た
﹂
が
誤
り
。
歌
の
解
釈
で
見
た
よ
う
に
、
Ｘ
の
歌
に
﹁
主
人
公
へ
の
恋
情
﹂
は
詠
ま
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
﹁
意
外
な
告
白
に
思
わ
ず
頰
を
緩

め
た
﹂
も
正
し
く
な
い
。
確
か
に
、
Ｘ
の
歌
の
後
に
﹁
ほ
ほ
笑
み
給
ひ
て
﹂
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
置
い
て
き
ぼ
り
を
く
っ
て
悔
し
が
る
源
少
将
の
様
子
を
面
白
く
思
っ
て
、

笑
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ｙ
の
歌
は
﹁
尋
め
来
／
や
／
と
／
ゆ
き
／
に
／
し
／
あ
と
／
を
／
つ
け
／
つ
つ
／
も
／
待
つ
／
と
／
は
／
人
／
の
／
知
ら
／
ず
／
や
／
あ
り
／
け
む
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
、

﹁
尋
ね
て
来
る
か
と
進
ん
で
行
っ
た
跡
を
付
け
な
が
ら
待
っ
て
い
た
と
は
、
あ
な
た
は
知
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
﹂
と
直
訳
さ
れ
る
。

﹁
尋
め
来
︵
と
め
く
︶
﹂
は
、
字
の
当
て
ら
れ
方
か
ら
見
て
﹁
訪
ね
て
来
る
﹂
の
意
の
カ
変
動
詞
で
あ
る
。
本
文

行
目
に
﹁
童
の
水
干
着
た
る
が
、
手
を
吹
く
吹
く
御
あ
と
尋�

13
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め�

来�

て
︵
＝
子
供
で
水
干
を
着
て
い
る
者
が
、
ふ
う
ふ
う
と
手
を
吹
き
暖
め
な
が
ら
御
車
の
あ
と
を
追
っ
て
来
て
︶
﹂
と
あ
る
か
ら
、
主
人
公
の
車
の
あ
と
を
追
っ
て
く
る
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
た
い
。
﹁
尋
め
来
﹂
の
後
の
﹁
や
﹂
は
、
疑
問
︵
＝
～
か
︶
の
終
助
詞
︵
係
助
詞
の
文
末
用
法
︶
。
﹁
ゆ
き
﹂
は
、
直
後
に
連
用
形
に
接
続
す
る
助
動
詞

が
あ
る
か
ら
、
動
詞
﹁
行
く
﹂
の
連
用
形
﹁
行
き
﹂
と
考
え
る
べ
き
だ
が
、
﹁
雪
﹂
が
降
っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
か
ら
、
﹁
雪
﹂
を
掛
け
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
﹁
に
﹂

は
、
活
用
語
の
連
用
形
に
接
続
す
る
完
了
︵
＝
～
た
︶
の
助
動
詞
﹁
ぬ
﹂
の
連
用
形
。
﹁
し
﹂
は
、
過
去
︵
＝
～
た
︶
の
助
動
詞
﹁
き
﹂
の
連
体
形
︵
﹁
ゆ
き
に
﹂
を
﹁
雪
に
﹂
と

と
れ
ば
﹁
し
﹂
は
強
意
の
副
助
詞
と
し
て
扱
う
こ
と
も
で
き
る
︶
。
﹁
あ
と
﹂
は
、
﹁
雪
﹂
の
縁
語
で
あ
る
﹁
跡
﹂
の
意
。
﹁
人
﹂
は
、
世
間
一
般
の
﹁
人
﹂
の
意
も
表
す
が
、
和
歌

で
は
﹁
あ
な
た
・
あ
の
人
﹂
の
意
で
も
使
わ
れ
る
語
。
Ｙ
の
歌
は
、
源
少
将
か
ら
贈
ら
れ
て
き
た
Ｘ
の
歌
に
対
す
る
返
歌
で
あ
る
か
ら
、
源
少
将
に
対
し
て
﹁
あ
な
た
﹂
と
言
っ

て
い
る
言
葉
と
考
え
る
と
歌
意
が
わ
か
り
や
す
く
な
る
。
﹁
知
ら
﹂
は
、
﹁
知
る
・
わ
か
る
﹂
の
意
の
動
詞
﹁
知
る
﹂
の
未
然
形
。
﹁
ず
﹂
は
、
打
消
︵
＝
～
な
い
︶
の
助
動
詞
の

終
止
形
。
そ
の
後
の
﹁
や
﹂
は
、
疑
問
︵
＝
～
か
︶
の
係
助
詞
。
﹁
け
む
﹂
は
、
過
去
推
量
︵
＝
～
た
だ
ろ
う
︶
の
助
動
詞
の
連
体
形
︵
係
助
詞
﹁
や
﹂
に
よ
る
係
り
結
び
の
結

び
︶
で
あ
る
。
Ｙ
の
歌
は
、
﹁
置
い
て
き
ぼ
り
に
さ
れ
た
の
は
恨
め
し
い
﹂
と
い
う
、
源
少
将
の
Ｘ
の
歌
に
対
す
る
、
主
人
公
か
ら
の
返
歌
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
る
と
、

﹁
あ
な
た
が
あ
と
を
追
っ
て
来
る
か
と
思
っ
て
、
わ
ざ
と
雪
に
車
の
跡
を
つ
け
な
が
ら
進
ん
で
行
っ
た
の
に
、
私
が
待
っ
て
い
る
と
は
、
あ
な
た
は
気
が
つ
か
な
か
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

3

は
、
﹁
源
少
将
が
待
つ
桂
の
院
﹂
が
誤
り
。
1

で
も
見
た
よ
う
に
、
主
人
公
の
桂
行
き
の
際
に
源
少
将
は
置
い
て
き
ぼ
り
を
く
っ
た
の
で
あ
る
。
主
人
公
の
行
き
先
で
あ
る

﹁
桂
の
院
﹂
に
い
る
は
ず
は
な
い
。
な
お
、
そ
れ
以
外
の
3

の
説
明
は
、
和
歌
の
直
後
に
﹁
や
が
て
そ
こ
な
る
松
を
雪
な
が
ら
折
ら
せ
給
ひ
て
、
そ
の
枝
に
結
び
つ
け
て
ぞ
た
ま

は
せ
た
る
︵
＝
す
ぐ
に
そ
こ
に
あ
っ
た
松
を
雪
を
付
け
た
ま
ま
で
折
り
取
り
な
さ
っ
て
、
そ
の
枝
に
和
歌
を
結
び
付
け
て
お
や
り
に
な
っ
た
︶
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
誤
り
が
な

い
こ
と
に
な
る
。

4

は
、
Ｙ
の
和
歌
の
解
釈
で
見
た
と
お
り
、
﹁
ゆ
き
﹂
の
掛
詞
に
つ
い
て
の
説
明
に
も
、
歌
意
の
説
明
に
も
、
主
人
公
が
源
少
将
に
贈
っ
た
と
す
る
説
明
に
も
誤
り
が
な
い
。

以
上
か
ら
、
正
解
は
4

で
あ
る
。

正
解

4

27

問
�

解
説
文
︵
現
代
文
︶
に
関
す
る
空
欄
補
充
問
題
︵
選
択
肢
四
つ
︶

次
に
示
す
の
は
、
﹁
桂
﹂
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
て
本
文
を
解
説
し
た
文
章
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
/
～
0
の
問
い
に
答
え
よ
。
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本
文
二
つ
、
も
し
く
は
、
本
文
と
引
用
文
を
ふ
ま
え
て
考
え
さ
せ
る
問
題
は
﹁
共
通
テ
ス
ト
﹂
新
傾
向
の
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
複
数
の
人
物
︵
教
師
・
生
徒
な
ど
︶
の
対
話

に
関
す
る
問
題
は
、
前
年
度
に
続
い
て
の
出
題
で
あ
る
。

/

空
欄

Ⅰ

に
入
る
文
章
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

標
準

空
欄
の
前
後
を
見
る
と
、
空
欄

Ⅰ

を
含
む
﹁

﹂
の
箇
所
は
、
本
文

行
目
の
﹁
こ
こ
も
ま
た
…
…
﹂
の
和
歌
の
解
釈
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

12

﹁
こ
こ
も
ま
た
…
…
﹂
の
和
歌
は
、
﹁
こ
こ
／
も
／
ま
た
／
月
／
の
／
中
／
な
る
／
里
／
な
ら
し
／
雪
／
の
／
光
／
も
／
よ
／
に
／
似
／
ざ
り
／
け
り
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
、

﹁
こ
の
場
所
も
ま
た
月
の
中
に
あ
る
人
里
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
雪
の
光
も
こ
の
世
の
も
の
と
は
違
っ
て
︵
光
り
輝
い
て
︶
い
る
よ
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

﹁
な
る
﹂
は
、
断
定
の
助
動
詞
﹁
な
り
﹂
の
連
体
形
。
断
定
の
助
動
詞
﹁
な
り
﹂
は
、
一
般
に
﹁
～
で
あ
る
・
～
だ
﹂
と
訳
す
が
、
こ
こ
の
よ
う
に
直
前
が
場
所
を
示
し
て
い

る
場
合
は
﹁
～
に+

あ
る
・
～
に+

い
る
﹂
と
訳
す
こ
と
も
あ
る
。
﹁
な
ら
し
﹂
は
、
断
定
の
助
動
詞
﹁
な
り
﹂
に
推
定
の
助
動
詞
﹁
ら
し
﹂
が
接
続
し
た
﹁
な
る
ら
し
﹂
が
縮
ま
っ

た
も
の
で
、
﹁
～
で
あ
る
ら
し
い
・
～
で
あ
る
に
違
い
な
い
﹂
な
ど
と
訳
す
。
﹁
よ
に
﹂
は
﹁
世
に
﹂
で
、
﹁
ま
っ
た
く
・
た
い
そ
う
﹂
の
意
の
副
詞
と
と
る
こ
と
も
で
き
る
表
現

だ
が
、
こ
こ
は
﹁
こ
の
世
に
﹂
の
意
と
考
え
て
、
﹁
世
に
似
ざ
り
け
り
﹂
で
﹁
こ
の
世
︵
＝
現
実
の
世
界
・
地
上
の
世
界
︶
に
似
て
い
な
い
、
別
世
界
︵
＝
月
の
世
界
︶
の
も
の

だ
な
あ
﹂
の
意
と
解
釈
す
る
の
が
よ
い
。
﹁
ざ
り
﹂
は
、
打
消
︵
＝
～
な
い
︶
の
助
動
詞
﹁
ず
﹂
の
連
用
形
。
﹁
け
り
﹂
は
、
詠
嘆
︵
＝
～
な
あ
︶
の
助
動
詞
の
終
止
形
で
あ
る
。

空
欄

Ⅰ

を
含
む
﹁

﹂
の
箇
所
は
、

Ⅰ

の
直
前
ま
で
が
上
の
句
﹁
こ
こ
も
ま
た
月
の
中
な
る
里
な
ら
し
﹂
の
解
釈
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
空
欄

Ⅰ

に

は
下
の
句
﹁
雪
の
光
も
よ
に
似
ざ
り
け
り
﹂
の
解
釈
が
入
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
下
の
句
は
﹁
雪
の
光
も
こ
の
世
の
も
の
と
は
違
っ
て
︵
光
り
輝
い
て
︶
い
る
よ
﹂
と
い
う
意

味
で
あ
る
か
ら
、
選
択
肢
の
中
で
こ
れ
に
相
当
す
る
の
は
2

で
あ
る
。
雪
明
か
り
が
﹁
よ
に
似
ざ
り
︵
＝
こ
の
世
の
も
の
と
は
思
え
な
い
︶
﹂
か
ら
、
﹁
こ
こ
﹂
は
別
世
界
で
あ

る
﹁
月
の
中
な
る
里
﹂
な
の
だ
ろ
う
、
と
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
正
解
は
2

で
あ
る
。

正
解

2

28

1

空
欄

Ⅱ

に
入
る
文
章
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

標
準

空
欄
の
前
後
を
見
る
と
、
空
欄

Ⅱ

に
は
、
本
文

～

行
目
に
描
か
れ
て
い
る
情
景
の
説
明
が
入
る
こ
と
が
わ
か
る
。

20

22
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本
文

～

行
目
は
、
﹁
や
う
や
う
／
暮
れ
か
か
る
／
ほ
ど
、
／
さ
ば
か
り
／
天
霧
ら
ひ
／
た
り
／
し
／
も
、
／
い
つ
し
か
／
な
ご
り
な
く
／
晴
れ
わ
た
り
／
て
、
／
名
／
に

20

22

／
負
ふ
／
里
／
の
／
月
影
／
は
な
や
か
に
／
差
し
出
で
／
た
る
／
に
、
／
雪
／
の
／
光
／
も
／
い
と
ど
し
く
／
映
え
ま
さ
り
／
つ
つ
、
／
天
地
／
の
／
か
ぎ
り
、
／
白
銀
／
う
ち

の
べ
／
た
ら
／
む
／
が
／
ご
と
く
／
き
ら
め
き
わ
た
り
／
て
、
／
あ
や
に
／
ま
ば
ゆ
き
／
夜
／
の
／
さ
ま
／
な
り
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
、
﹁
だ
ん
だ
ん
と
日
が
暮
れ
か
か
る
う
ち

に
、
そ
ん
な
に
も
雲
が
か
か
っ
て
空
が
一
面
に
曇
っ
て
い
た
の
も
、
い
つ
の
間
に
か
す
っ
か
り
晴
れ
渡
っ
て
、
月
を
想
起
さ
せ
る
名
を
持
つ
桂
の
里
の
月
の
光
は
鮮
や
か
に
差
し

込
ん
で
来
た
の
で
、
雪
明
か
り
も
ま
す
ま
す
引
き
立
ち
、
天
地
の
果
て
ま
で
、
銀
を
叩
い
て
伸
ば
し
た
か
の
よ
う
に
あ
た
り
一
面
銀
色
に
き
ら
き
ら
と
輝
い
て
、
ま
ぶ
し
い
ほ
ど

に
美
し
い
夜
の
景
色
で
あ
る
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

﹁
や
う
や
う
﹂
は
、
﹁
だ
ん
だ
ん
・
徐
々
に
﹂
の
意
の
副
詞
。
﹁
ほ
ど
﹂
は
、
現
代
語
と
同
様
に
﹁
程
度
﹂
も
示
す
が
、
﹁
時
・
う
ち
・
頃
﹂
﹁
あ
た
り
﹂
﹁
身
分
﹂
な
ど
の
意
で
も

使
わ
れ
る
名
詞
。
﹁
さ
ば
か
り
﹂
は
、
﹁
そ
れ
ほ
ど
・
そ
ん
な
に
も
﹂
の
意
、
﹁
天
霧
ら
ひ
﹂
は
、
︵
注

︶
に
あ
る
と
お
り
﹁
雲
や
霧
な
ど
が
か
か
っ
て
空
が
一
面
に
曇
る
﹂
こ
と
。

13

﹁
た
り
﹂
は
、
存
続
︵
＝
～
て
い
る
︶
の
助
動
詞
﹁
た
り
﹂
の
連
用
形
。
﹁
し
﹂
は
、
過
去
︵
＝
～
た
︶
の
助
動
詞
﹁
き
﹂
の
連
体
形
。
﹁
な
ご
り
な
く
﹂
は
、
﹁
残
す
と
こ
ろ
な
く

全
て
﹂
の
意
。
﹁
晴
れ
わ
た
り
﹂
﹁
き
ら
め
き
わ
た
り
﹂
の
﹁
わ
た
り
﹂
は
、
動
詞
﹁
わ
た
る
︵
渡
る
︶
﹂
の
連
用
形
で
、
こ
こ
は
い
ず
れ
も
﹁
一
面
に
～
す
る
﹂
の
意
の
補
助
動

詞
の
用
法
。
﹁
名
に
負
ふ
﹂
は
、
﹁
名
と
し
て
持
っ
て
い
る
﹂
、
ま
た
は
﹁
有
名
だ
﹂
の
意
の
表
現
で
、
問
�

1
で
は
全
て
の
選
択
肢
で
﹁
月
を
想
起
さ
せ
る
名
を
持
つ
桂
の
里
﹂

と
説
明
さ
れ
て
い
る
の
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。
﹁
月
影
﹂
は
、
﹁
月
光
・
月
﹂
の
こ
と
。
﹁
影
﹂
は
、
本
来
﹁
光
・
姿
﹂
の
意
で
あ
る
。
﹁
た
る
﹂
は
、
存
続
︵
＝
～
て
い
る
︶
の
助

動
詞
﹁
た
り
﹂
の
連
体
形
。
﹁
に
﹂
は
、
﹁
～
と
・
～
し
こ
ろ
・
～
の
で
・
～
の
に
﹂
な
ど
と
訳
す
接
続
助
詞
。
﹁
い
と
ど
し
く
﹂
は
、
﹁
ま
す
ま
す
～
だ
﹂
の
意
の
形
容
詞
﹁
い
と

ど
し
﹂
の
連
用
形
。
﹁
映
え
ま
さ
り
﹂
は
、
﹁
ま
す
ま
す
月
の
光
が
雪
に
照
り
映
え
て
い
る
﹂
こ
と
を
言
っ
て
い
る
表
現
。
﹁
白
銀
﹂
は
、
﹁
銀
﹂
の
こ
と
で
、
﹁
雪
﹂
の
白
さ
を
言

う
表
現
と
し
て
現
在
で
も
使
う
も
の
で
あ
る
。
﹁
う
ち
の
べ
﹂
は
、
﹁
伸
ば
す
﹂
の
意
の
下
二
段
動
詞
﹁
の
ぶ
︵
伸
ぶ
︶
﹂
に
語
調
を
整
え
る
接
頭
語
﹁
う
ち
﹂
が
冠
せ
ら
れ
た

﹁
う
ち
の
ぶ
︵
う
ち
伸
ぶ
︶
﹂
の
連
用
形
。
﹁
た
ら
﹂
は
、
存
続
︵
＝
～
て
い
る
︶
の
助
動
詞
﹁
た
り
﹂
の
未
然
形
。
﹁
む
﹂
は
、
婉
曲
︵
＝
～
よ
う
な
︶
の
助
動
詞
﹁
む
﹂
の
連
体

形
。
﹁
～
が
ご
と
く
﹂
は
、
﹁
～
の
よ
う
に
﹂
の
意
。
﹁
ご
と
く
﹂
は
、
比
況
︵
た
と
え
︶
の
助
動
詞
﹁
ご
と
し
﹂
の
連
用
形
で
あ
る
。
﹁
あ
や
に
﹂
は
、
形
容
動
詞
﹁
あ
や
な
り
﹂

の
連
用
形
。
﹁
あ
や
な
り
﹂
は
﹁
目
に
も
あ
や
な
り
﹂
の
か
た
ち
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
﹁
︵
ま
ぶ
し
い
ほ
ど
に
︶
立
派
だ
・
は
な
や
か
だ
﹂
、
ま
た
は
﹁
︵
見
て
い
ら
れ
な
い

ほ
ど
に
︶
ひ
ど
い
﹂
の
意
で
あ
る
。
﹁
ま
ば
ゆ
き
﹂
は
、
形
容
詞
﹁
ま
ば
ゆ
し
﹂
の
連
体
形
。
現
在
の
﹁
ま
ば
ゆ
い
・
ま
ぶ
し
い
﹂
に
相
当
す
る
が
、
直
前
の
﹁
あ
や
に
﹂
と
ほ

ぼ
同
意
で
﹁
︵
ま
ぶ
し
い
ほ
ど
に
︶
立
派
だ
・
美
し
い
﹂
、
﹁
︵
見
て
い
ら
れ
な
い
ほ
ど
に
︶
ひ
ど
い
・
恥
ず
か
し
い
﹂
な
ど
の
意
を
表
す
。
﹁
な
り
﹂
は
、
断
定
︵
＝
～
で
あ
る
︶

の
助
動
詞
の
終
止
形
で
あ
る
。

雲
の
晴
れ
具
合
に
つ
い
て
は
、
﹁
天
霧
ら
ひ
た
り
し
も
、
い
つ
し
か
な
ご
り
な
く
晴
れ
わ
た
り
て
︵
＝
雲
が
か
か
っ
て
空
が
一
面
に
曇
っ
て
い
た
の
も
、
い
つ
の
間
に
か
す
っ

か
り
晴
れ
わ
た
っ
て
︶
﹂
と
あ
る
か
ら
、
2

の
﹁
い
つ
の
間
に
か
な
く
な
り
﹂
、
4

の
﹁
跡
形
も
な
く
消
え
去
り
﹂
は
正
し
い
が
、
1

の
﹁
わ
ず
か
な
隙
間
が
生
じ
﹂
、
3

の

﹁
少
し
ず
つ
薄
ら
ぎ
﹂
は
正
確
な
説
明
に
な
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
各
選
択
肢
の
後
半
で
説
明
さ
れ
て
い
る
、
月
の
光
が
雪
に
照
り
映
え
て
い
る
様
子
に
つ
い
て
は
、
2

の
説
明
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が
﹁
い
と
ど
し
く
︵
＝
ま
す
ま
す
︶
﹂
﹁
～
わ
た
り
︵
＝
あ
た
り
一
面
︶
﹂
な
ど
の
訳
も
正
し
く
反
映
さ
れ
て
い
て
誤
り
が
な
い
。
こ
の
説
明
に
つ
い
て
は
、
1

も
大
き
な
誤
り
は

な
い
が
、
﹁
一
筋
の
﹂
﹁
雪
の
山
﹂
と
い
っ
た
説
明
は
、
本
文
に
即
し
た
正
確
な
説
明
と
は
言
い
が
た
い
。
ま
た
、
3

の
﹁
雪
が
、
そ
の
月
の
光
を
打
ち
消
し
て
﹂
、
4

の
﹁
空
に

散
り
ば
め
ら
れ
た
銀
河
の
星
が
﹂
は
、
本
文
に
な
い
内
容
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
正
解
は
2

で
あ
る
。

正
解

2

29

0

空
欄

Ⅲ

に
入
る
文
章
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

応
用

空
欄
の
前
後
を
見
る
と
、
空
欄

Ⅲ

に
は
、
本
文

～

行
目
に
描
か
れ
て
い
る
主
人
公
の
様
子
の
説
明
が
入
る
こ
と
に
な
る
が
、
各
選
択
肢
を
見
る
と
、
主
人
公
の
様

23

26

子
だ
け
で
は
な
く
、
﹁
院
の
預
か
り
﹂
や
、
同
行
の
﹁
人
々
﹂
の
様
子
の
説
明
も
入
る
こ
と
が
わ
か
る
。

本
文

～

行
目
は
、
﹁
院
／
の
／
預
か
り
／
も
／
出
で
来
／
て
、
／
﹃
か
う
／
渡
ら
／
せ
／
給
ふ
／
と
／
も
／
知
ら
／
ざ
り
／
つ
れ
／
ば
、
／
と
く
／
も
／
迎
へ
／
奉
ら
／

23

26

ざ
り
／
し
／
こ
と
﹄
／
な
ど
／
言
ひ
／
つ
つ
、
／
頭
／
も
／
も
た
げ
／
で
、
／
よ
ろ
づ
に
／
追
従
す
る
／
あ
ま
り
／
に
、
／
牛
／
の
／
額
／
の
／
雪
／
か
き
は
ら
ふ
／
と
／
て
／

は
、
／
軛
／
に
／
触
れ
／
て
／
烏
帽
子
／
を
／
落
と
し
、
／
御
車
／
や
る
／
べ
き
／
道
／
清
む
／
と
／
て
／
は
、
／
あ
た
ら
／
雪
／
を
／
も
／
踏
み
し
だ
き
／
つ
つ
、
／
足
手
／

の
／
色
／
を
／
海
老
／
に
／
な
し
／
て
、
／
桂
風
／
を
／
引
き
歩
く
。
人
々
、
／
﹃
い
ま
／
は
／
と
く
／
引
き
入
れ
／
て
／
む
。
／
か
し
こ
／
の
／
さ
ま
／
も
／
い
と
／
ゆ
か
し

き
／
を
﹄
／
と
／
て
、
／
も
ろ
そ
そ
き
／
に
／
そ
そ
き
／
あ
へ
／
る
／
を
、
／
﹃
げ
に
／
も
﹄
／
と
／
は
／
思
す
／
も
の
か
ら
、
／
こ
こ
／
も
／
な
ほ
／
見
過
ぐ
し
／
が
た
う
／

て
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
、
﹁
桂
の
別
邸
の
管
理
を
任
さ
れ
た
人
も
出
て
来
て
、
﹃
こ
の
よ
う
に
出
か
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
も
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
す
ぐ
に
も
お
迎
え
に
参

り
ま
せ
ん
で
し
た
こ
と
よ
﹄
な
ど
と
言
い
な
が
ら
、
頭
も
上
げ
な
い
で
、
む
や
み
に
︵
牛
車
の
あ
と
に
︶
付
き
従
う
あ
ま
り
に
、
牛
の
額
の
雪
を
か
き
払
お
う
と
し
て
は
、
軛
に

触
れ
て
烏
帽
子
を
落
と
し
、
御
牛
車
を
進
め
よ
う
と
す
る
道
︵
の
雪
︶
を
き
れ
い
に
し
よ
う
と
し
て
は
、
残
念
に
も
︵
か
え
っ
て
︶
雪
を
踏
み
荒
ら
し
な
が
ら
、
︵
寒
さ
の
た
め

に
︶
足
や
手
の
色
を
海
老
の
よ
う
に
赤
く
し
て
、
桂
の
里
の
風
に
吹
か
れ
、
風
邪
を
ひ
き
つ
つ
歩
い
て
行
く
。
人
々
は
、
﹃
さ
あ
早
く
︵
別
邸
へ
︶
御
牛
車
を
引
き
入
れ
て
し
ま

お
う
。
あ
ち
ら
の
様
子
も
た
い
そ
う
見
た
い
の
で
﹄
と
言
っ
て
、
︵
先
を
急
ご
う
と
し
て
︶
一
斉
に
そ
わ
そ
わ
と
し
合
っ
て
い
る
が
、
︵
風
雅
を
好
む
貴
人
は
︶
﹃
本
当
に
︵
そ
う

だ
な
︶
﹄
と
は
お
思
い
に
な
る
も
の
の
、
︵
今
い
る
︶
こ
の
場
所
︵
の
景
色
︶
も
や
は
り
見
過
ご
し
が
た
く
お
思
い
に
な
っ
て
︵
い
た
︶
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

﹁
院
の
預
か
り
﹂
は
、
︵
注

︶
に
あ
る
と
お
り
、
﹁
桂
の
院
の
管
理
を
任
さ
れ
た
人
﹂
の
こ
と
。
﹁
渡
ら
﹂
は
、
﹁
行
く
・
来
る
・
通
る
﹂
な
ど
の
意
の
動
詞
﹁
渡
る
﹂
の
未
然

14

形
。
﹁
せ
給
ふ
﹂
は
、
尊
敬
の
助
動
詞
﹁
す
﹂
の
連
用
形
﹁
せ
﹂
に
、
尊
敬
の
補
助
動
詞
﹁
給
ふ
﹂
が
接
続
し
た
、
最
高
敬
語
︵
二
重
尊
敬
︶
を
示
す
表
現
で
、
﹁
お
～
に
な
る
・
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～
な
さ
る
﹂
な
ど
と
訳
す
。
二
箇
所
に
あ
る
﹁
ざ
り
﹂
は
、
い
ず
れ
も
、
打
消
︵
＝
～
な
い
︶
の
助
動
詞
﹁
ず
﹂
の
連
用
形
。
﹁
つ
れ
﹂
は
、
完
了
︵
＝
～
た
︶
の
助
動
詞
﹁
つ
﹂

の
已
然
形
。
﹁
ば
﹂
は
、
已
然
形
に
接
続
し
て
、
確
定
条
件
を
示
し
、
﹁
～
と
・
～
と
こ
ろ
・
～
の
で
﹂
な
ど
と
訳
す
接
続
助
詞
。
二
箇
所
に
あ
る
﹁
と
く
﹂
は
、
い
ず
れ
も
、

﹁
早
く
﹂
の
意
の
副
詞
。
﹁
奉
ら
﹂
は
、
﹁
～
申
し
上
げ
る
・
お
～
す
る
﹂
な
ど
と
訳
す
、
謙
譲
の
補
助
動
詞
﹁
奉
る
﹂
の
未
然
形
。
﹁
し
﹂
は
、
過
去
︵
＝
～
た
︶
の
助
動
詞

﹁
き
﹂
の
連
体
形
。
﹁
も
た
げ
﹂
は
、
﹁
も
た
げ
る
・
も
ち
上
げ
る
・
起
こ
す
﹂
の
意
の
動
詞
﹁
も
た
ぐ
﹂
の
未
然
形
。
﹁
で
﹂
は
、
﹁
～
な
い
で
・
～
な
く
て
﹂
の
意
の
接
続
助
詞
。

﹁
よ
ろ
づ
に
﹂
は
、
﹁
す
べ
て
に
・
万
事
に
﹂
の
意
の
副
詞
。
﹁
追
従
す
る
﹂
は
、
こ
こ
で
は
﹁
牛
車
の
後
に
つ
い
て
行
く
﹂
こ
と
。
﹁
軛
︵
く
び
き
︶
﹂
は
、
︵
注

︶
に
あ
る
と
お

12

り
、
牛
車
を
牛
に
つ
な
げ
る
箇
所
の
こ
と
。
﹁
や
る
﹂
は
、
﹁
︵
あ
ち
ら
へ
︶
や
る
・
︵
遠
く
へ
︶
送
る
﹂
の
意
の
動
詞
﹁
や
る
︵
遣
る
︶
﹂
の
終
止
形
。
﹁
べ
き
﹂
は
、
推
量
︵
＝
～

だ
ろ
う
・
～
し
そ
う
だ
・
～
は
ず
だ
︶
・
意
志
︵
＝
～
し
よ
う
・
～
す
る
つ
も
り
だ
︶
・
当
然
︵
＝
～
べ
き
だ
︶
・
予
定
︵
＝
～
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︶
な
ど
の
助
動
詞
﹁
べ
し
﹂

の
連
体
形
。
﹁
清
む
﹂
は
、
﹁
清
め
る
・
き
れ
い
に
す
る
・
掃
除
す
る
﹂
の
意
の
動
詞
の
終
止
形
。
﹁
あ
た
ら
﹂
は
、
﹁
惜
し
く
も
・
残
念
な
こ
と
に
﹂
の
意
の
副
詞
。
﹁
踏
み
し
だ

き
﹂
は
、
﹁
踏
み
荒
ら
す
・
強
く
踏
む
﹂
の
意
の
動
詞
﹁
踏
み
し
だ
く
﹂
の
連
用
形
。
﹁
海
老
に
な
し
て
﹂
は
、
︵
注

︶
に
あ
る
と
お
り
、
﹁
海
老
の
よ
う
に
赤
く
し
て
﹂
と
い
う

15

意
味
。
﹁
桂
風
を
引
き
歩
く
﹂
は
、
問
�

の
解
説
文
の
第
2
段
落
に
あ
る
と
お
り
、
﹁
桂
の
木
の
間
を
吹
き
抜
け
る
風
︵
桂
の
里
に
吹
く
風
︶
﹂
の
意
で
あ
る
﹁
桂
風
﹂
が
吹
く
様

子
を
示
す
表
現
に
、
﹁
風
邪
を
引
く
﹂
の
意
を
掛
け
た
表
現
。
﹁
引
き
入
れ
﹂
は
、
こ
こ
で
は
、
牛
車
を
邸
内
へ
﹁
引
き
入
れ
る
﹂
の
意
を
表
す
動
詞
﹁
引
き
入
る
﹂
の
連
用
形
。

﹁
て
﹂
は
、
強
意
︵
＝
き
っ
と
・
必
ず
︶
・
完
了
︵
＝
～
て
し
ま
う
︶
の
助
動
詞
﹁
つ
﹂
の
未
然
形
。
﹁
む
﹂
は
、
意
志
︵
＝
～
し
よ
う
︶
の
助
動
詞
の
終
止
形
。
﹁
か
し
こ
﹂
は
、

﹁
あ
ち
ら
・
あ
そ
こ
﹂
の
意
。
﹁
い
と
﹂
は
、
﹁
た
い
そ
う
・
と
て
も
﹂
の
意
の
副
詞
。
﹁
ゆ
か
し
き
﹂
は
、
﹁
心
ひ
か
れ
る
・
見
た
い
・
聞
き
た
い
・
知
り
た
い
﹂
な
ど
と
訳
す
形

容
詞
﹁
ゆ
か
し
﹂
の
連
体
形
。
﹁
も
ろ
そ
そ
き
﹂
は
、
︵
注

︶
に
あ
る
と
お
り
、
﹁
一
斉
に
そ
わ
そ
わ
す
る
﹂
の
意
。
﹁
あ
へ
﹂
は
、
四
段
動
詞
﹁
あ
ふ
︵
合
ふ
︶
﹂
の
已
然
形
で
、

16

こ
こ
は
﹁
互
い
に
～
し
合
う
﹂
の
意
を
表
す
補
助
動
詞
の
用
法
。
﹁
る
﹂
は
、
存
続
︵
＝
～
て
い
る
︶
の
助
動
詞
﹁
り
﹂
の
連
体
形
。
﹁
げ
に
﹂
は
、
﹁
本
当
に
・
な
る
ほ
ど
﹂
の

意
の
副
詞
。
﹁
思
す
︵
お
ぼ
す
︶
﹂
は
、
﹁
お
思
い
に
な
る
﹂
の
意
の
動
詞
﹁
思
す
﹂
の
連
体
形
。
﹁
も
の
か
ら
﹂
は
、
﹁
～
け
れ
ど
も
﹂
、
ま
た
は
﹁
～
の
で
﹂
の
意
の
接
続
助
詞
。

﹁
な
ほ
﹂
は
、
﹁
や
は
り
﹂
、
ま
た
は
﹁
そ
れ
で
も
な
お
﹂
の
意
の
副
詞
。
﹁
見
過
ぐ
し
﹂
は
、
﹁
見
過
ご
す
・
見
な
が
ら
そ
の
ま
ま
に
す
る
﹂
の
意
の
四
段
動
詞
﹁
見
過
ぐ
す
﹂
の

連
用
形
。
﹁
が
た
う
﹂
は
、
﹁
難
し
い
・
～
で
き
な
い
・
～
し
に
く
い
﹂
の
意
の
形
容
詞
﹁
か
た
し
︵
難
し
︶
﹂
の
連
用
形
﹁
か
た
く
﹂
の
語
尾
が
ウ
音
便
化
し
た
﹁
か
た
う
﹂
の

﹁
か
﹂
が
濁
っ
た
も
の
。
現
在
で
も
﹁
信
じ
が+

た+

い+

﹂
な
ど
と
使
う
語
で
あ
る
。

選
択
肢
の
中
で
、
説
明
が
該
当
箇
所
の
内
容
と
合
致
す
る
の
は
、
3

で
あ
る
。
﹁
軽
率
に
ふ
る
ま
っ
て
～
主
人
を
迎
え
よ
う
と
す
る
院
の
預
か
り
﹂
は
、
﹁
院
の
預
か
り
も
出

で
来
て
～
よ
ろ
づ
に
追
従
す
る
あ
ま
り
に
、
牛
の
額
の
雪
か
き
は
ら
ふ
と
て
は
、
軛
に
触
れ
て
烏
帽
子
を
落
と
し
、
御
車
や
る
べ
き
道
清
む
と
て
は
、
あ
た
ら
雪
を
も
踏
み
し
だ

き
つ
つ
﹂
な
ど
に
、
﹁
す
ぐ
に
先
を
急
ご
う
と
す
る
人
々
﹂
は
、
﹁
人
々
、
﹃
い
ま
は
と
く
引
き
入
れ
て
む
。
か
し
こ
の
さ
ま
も
い
と
ゆ
か
し
き
を
﹄
と
て
、
も
ろ
そ
そ
き
に
そ
そ

き
あ
へ
る
﹂
に
相
当
し
て
い
て
、
説
明
に
誤
り
が
な
い
。
主
人
公
の
様
子
を
表
す
﹁
こ
こ
も
見
過
ぐ
し
が
た
う
て
﹂
は
、
他
の
人
々
が
気
に
留
め
な
い
よ
う
な
景
色
に
も
感
じ

入
っ
て
い
る
様
子
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
﹁
主
人
公
の
風
雅
な
心
が
表
現
さ
れ
て
い
る
﹂
と
い
う
説
明
も
正
し
い
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
、
﹁
風
雅
・
風
流
﹂
と
い
う
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の
は
、
一
般
に
、
﹁
自
然
︵
花
鳥
風
月
︶
を
愛
で
る
心
﹂
や
、
﹁
詩
歌
音
曲
を
好
む
心
﹂
を
も
つ
こ
と
を
言
う
。

1

は
、
﹁
﹃
足
手
の
色
﹄
を
気
に
し
て
仕
事
が
手
に
つ
か
な
い
﹂
や
﹁
休
息
を
と
ろ
う
と
す
る
﹂
が
本
文
に
な
く
、
﹁
そ
の
場
に
居
続
け
よ
う
と
す
る
﹂
主
人
公
の
態
度
を
﹁
律

儀
な
性
格
﹂
と
評
し
て
い
る
の
も
正
し
く
な
い
。
2

は
、
ま
ず
、
﹁
院
の
預
か
り
を
放
っ
て
お
い
て
﹂
が
本
文
に
な
い
。
ま
た
、
﹁
院
の
預
か
り
の
体
調
を
気
遣
う
﹂
も
本
文
に

な
い
の
で
、
主
人
公
の
態
度
を
﹁
温
厚
な
人
柄
﹂
と
評
し
て
い
る
の
も
正
し
く
な
い
。
4

は
、
ま
ず
﹁
都
に
帰
り
た
く
て
﹂
が
本
文
に
な
い
。
﹁
人
々
﹂
は
一
刻
も
早
く
﹁
桂
の

院
﹂
へ
行
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
主
人
公
に
つ
い
て
﹁
周
囲
の
人
を
気
に
か
け
な
い
﹂
、
﹁
悠
々
と
し
た
姿
﹂
と
評
し
て
い
る
の
は
、
そ
う
と
と
れ
な
く
も
な
い
よ

う
に
見
え
る
が
、
そ
う
だ
と
断
言
で
き
る
だ
け
の
証
拠
と
な
る
表
現
が
本
文
中
に
見
つ
か
ら
な
い
。

以
上
か
ら
、
正
解
は
3

で
あ
る
。

正
解

3

30
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第
�

問

漢
文

杜と

牧ぼ
く

﹁
華か

清せ
い

宮
き
ゆ
う

﹂
・
蔡さ

い

正せ
い

孫そ
ん

﹃
詩し

林り
ん

広こ
う

記き

﹄
・
程て

い

大だ
い

昌
し
よ
う

﹃
考こ

う

古こ

編へ
ん

﹄

﹇
書
き
下
し
文
﹈

︻
詩
︼

長
ち
や
う

安あ
ん

よ
り

回
く
わ
い

望ば
う

す
れ
ば
繡し

う

堆た
い

を
成な

す

山さ
ん

頂
ち
や
う

の
千せ

ん

門も
ん

次し

第だ
い

に
開ひ

ら

く

一い
つ

騎き

紅こ
う

塵ぢ
ん

妃ひ

子し

笑わ
ら

ふ

人ひ
と

の
是こ

れ
茘れ

い

枝し

の
来き

た
る
を
知し

る
無な

し

︻
資
料
︼

Ⅰ

﹃
天て

ん

宝ぽ
う

遺ゐ

事じ

﹄
に
云い

ふ
、
﹁
貴き

妃ひ

茘れ
い

枝し

を

嗜
た
し
な

む
。
当た

う

時じ

涪ふ
う

州し
う

貢こ
う

を
致い

た

す
に
馬ば

逓て
い

を
以も

つ

て
し
、
馳ち

載さ
い

す
る
こ
と
七し

ち

日じ
つ

七し
ち

夜や

に
し
て
京け

い

に
至い

た

る
。
人じ

ん

馬ば

多お
ほ

く
路み

ち

に
斃た

ふ

れ
、

百
ひ
や
く

姓せ
い

之こ
れ

に
苦く

る

し
む
﹂
と
。

Ⅱ

﹃

畳
じ
よ
う

山ざ
ん

詩し

話わ

﹄
に
云い

ふ
、
﹁
明め

い

皇
く
わ
う

遠ゑ
ん

物ぶ
つ

を
致い

た

し
て
以も

つ

て
婦ふ

人じ
ん

を

悦
よ
ろ
こ

ば
し
む
。
人じ

ん

力
り
よ
く

を
窮き

は

め
人じ

ん

命め
い

を
絶た

つ
も
、

顧
か
へ
り

み
ざ
る

所
と
こ
ろ

有あ

り
﹂
と
。

Ⅲ

﹃
遯と

ん

斎さ
い

閑か
ん

覧ら
ん

﹄
に
云い

ふ
、
﹁
杜と

牧ぼ
く

の
華か

清せ
い

宮
き
ゆ
う

詩し

尤
も
つ
と

も
人じ

ん

口こ
う

に

膾
く
わ
い

炙し
や

す
。
唐た

う

紀き

に
拠よ

れ
ば
、
明め

い

皇
く
わ
う

十じ
ふ

月
ぐ
わ
つ

を
以も

つ

て
驪り

山ざ
ん

に
幸か

う

し
、
春は

る

に
至い

た

り
て

即
す
な
は

ち

宮
き
ゆ
う

に
還か

へ

る
。
是こ

れ
未い

ま

だ
嘗か

つ

て
六ろ

く

月
ぐ
わ
つ

に
は
驪り

山ざ
ん

に
在あ

ら
ざ
る
な
り
。
然し

か

る
に
茘れ

い

枝し

は
盛せ

い

暑し
よ

に
し
て
方は

じ

め
て

熟
じ
ゆ
く

す
﹂
と
。

Ⅳ

﹃
甘か

ん

沢た
く

謡え
う

﹄
に
曰い

は
く
、
﹁
天て

ん

宝ぽ
う

十じ
ふ

四よ

年ね
ん

六ろ
く

月
ぐ
わ
つ

一つ
い

日た
ち

、
貴き

妃ひ

誕た
ん

辰し
ん

、
駕が

驪り

山ざ
ん

に
幸か

う

す
。
小せ

う

部ぶ

音お
ん

声せ
い

に
命め

い

じ
て
楽が

く

を

長
ち
や
う

生せ
い

殿で
ん

に
奏そ

う

し
、
新し

ん

曲
き
よ
く

を
進す

す

め
し
む
る
も
、
未い

ま

だ
名な

有あ

ら
ず
。

会
た
ま
た
ま

南な
ん

海か
い

茘れ
い

枝し

を
献け

ん

じ
、
因よ

り
て
茘れ

い

枝し

香か
う

と
名な

づ
く
﹂
と
。

﹇
通

釈
﹈

︻
詩
︼

長
安
か
ら
ふ
り
あ
お
ぎ
眺
め
る
と
︵
驪
山
は
︶
綾
絹
を
重
ね
た
よ
う
な
美
し
さ
だ
。

山
頂
の
千
も
あ
る
た
く
さ
ん
の
門
が
次
々
に
開
け
ら
れ
る
。

一
騎
の
早
馬
が
砂
煙
を
た
て
て
︵
到
着
し
、
そ
れ
を
見
て
︶
楊
貴
妃
が
ほ
ほ
え
む
。

そ
の
早
馬
が
茘
枝
を
届
け
に
来
た
こ
と
を
、
人
は
知
ら
な
い
。
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︻
資
料
︼

Ⅰ

﹃
天
宝
遺
事
﹄
に
︵
次
の
よ
う
に
︶
言
っ
て
い
る
、
﹁
楊
貴
妃
は
茘
枝
を
好
ん
だ
。
当
時
︵
茘
枝
は
︶
南
方
の
涪
州
に
産
し
、
貢
献
す
る
に
あ
た
っ
て
は
︵
本
来
は
公
文
書
を
運
ぶ

た
め
の
︶
早
馬
を
用
い
、
茘
枝
を
乗
せ
て
駆
け
る
こ
と
七
日
七
夜
で
都
に
着
い
た
︵
と
い
う
︶
。
︵
そ
の
輸
送
の
た
め
に
︶
人
も
馬
も
か
な
り
な
数
が
途
中
で
倒
れ
て
死
ぬ
ほ
ど
で
、

民
衆
は
こ
の
茘
枝
の
輸
送
に
苦
し
ん
だ
﹂
と
。

Ⅱ

﹃
畳
山
詩
話
﹄
に
︵
次
の
よ
う
に
︶
言
っ
て
い
る
、
﹁
玄
宗
は
遠
方
か
ら
の
珍
物
︵
＝
茘
枝
︶
を
︵
都
に
︶
取
り
寄
せ
て
楊
貴
妃
を
喜
ば
せ
た
。
︵
そ
の
た
め
に
︶
多
く
の
人
員
の

力
を
用
い
て
苦
し
め
、
命
を
落
と
さ
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
顧
み
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
﹂
と
。

Ⅲ

﹃
遯
斎
閑
覧
﹄
に
︵
次
の
よ
う
に
︶
言
っ
て
い
る
、
﹁
杜
牧
の
﹃
華
清
宮
﹄
の
詩
は
、
︵
杜
牧
の
数
あ
る
詩
の
中
で
も
︶
最
も
広
く
知
れ
わ
た
っ
て
い
る
。
唐
代
の
歴
史
記
録
に
よ

れ
ば
、
玄
宗
は
十
月
に
驪
山
に
行
幸
し
、
春
に
な
っ
て
か
ら
王
宮
に
帰
っ
た
︵
と
い
う
︶
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
︵
玄
宗
と
楊
貴
妃
は
︶
六
月
に
は
驪
山
に
い
な
か
っ
た
︵
こ
と
に
な
る
︶
。

そ
れ
な
の
に
、
茘
枝
は
夏
の
盛
り
に
な
っ
て
熟
す
る
︵
も
の
で
あ
る
か
ら
、
驪
山
に
茘
枝
を
届
け
た
と
い
う
の
は
、
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
︶
﹂
と
。

Ⅳ

﹃
甘
沢
謡
﹄
に
︵
次
の
よ
う
に
︶
言
っ
て
い
る
、
﹁
天
宝
十
四
年
六
月
一
日
、
楊
貴
妃
の
誕
生
日
に
、
皇
帝
の
乗
り
物
が
驪
山
に
行
幸
し
た
︵
＝
玄
宗
と
楊
貴
妃
は
驪
山
に
行
っ

た
︶
。
︵
そ
の
折
︶
宮
廷
の
少
年
歌
舞
音
楽
隊
に
命
じ
て
、
長
生
殿
で
音
楽
を
演
奏
し
、
新
し
い
曲
を
進
上
さ
せ
た
が
、
︵
そ
の
曲
に
は
︶
ま
だ
名
前
が
つ
い
て
い
な
か
っ
た
。
た
ま

た
ま
︵
そ
こ
に
︶
南
海
郡
か
ら
茘
枝
が
献
上
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
︵
そ
の
曲
を
︶
﹃
茘
枝
香
﹄
と
名
づ
け
た
﹂
と
。

﹇
解

説
﹈

問
�

漢
詩
の
形
式
名
と
押
韻
の
判
断
の
問
題

基
礎

こ
の
︻
詩
︼
の
形
式
と
押
韻
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

1

～

6

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

︻
詩
︼
は
、
一
句
が
七
文
字
で
、
四
句
で
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
形
式
は
﹁
七
言
絶
句
﹂
で
あ
る
。
1

・
2

・
3

は
﹁
七
言
律
詩
﹂
︵
律
詩
は
八
句
で
構
成
︶
に
な
っ
て
い

る
か
ら
消
去
で
き
る
。

選
択
肢
後
半
は
﹁
押
韻
﹂
の
問
題
で
あ
る
。
原
則
と
し
て
、
五
言
の
詩
は
偶
数
句
の
末
尾
字
、
七
言
の
詩
は
、
第
一
句
末
と
偶
数
句
末
が
押
韻
す
る
。

﹁
押
韻
︵
韻
を
ふ
む
︶
﹂
と
は
、
決
め
ら
れ
た
位
置
の
語
の
音
の
ひ
び
き
を
そ
ろ
え
る
決
ま
り
で
、
︵
日
本
語
の
音
よ
み
で
は
百
パ
ー
セ
ン
ト
同
じ
で
な
い
こ
と
も
あ
る
が
︶
ひ

と
ま
ず
●
の
字
を
音
よ
み
し
て
み
る
。
﹁
堆
︵
タ
イ
・
ta
i︶
﹂
﹁
開
︵
カ
イ
・
k
a
i︶
﹂
﹁
来
︵
ラ
イ
・
ra
i︶
﹂
で
、
﹁
ア
イ
︵
a
i︶
﹂
と
い
う
ひ
び
き
で
そ
ろ
っ
て
い
る
。
第
三
句
末
の

﹁
笑
﹂
は
﹁
シ
ョ
ウ
・
sh
o
u
﹂
で
、
他
の
三
つ
と
ひ
び
き
が
合
っ
て
い
な
い
。
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︵
例
︶

五
言
絶
句

七
言
絶
句

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

●

︵
●
が
韻
字
︶

正
解

5

31

問
�

語
の
意
味
の
判
断
の
問
題

(

基
礎

)

基
礎

*

基
礎

波
線
部
(
﹁
百
姓
﹂
・
)
﹁
膾

炙

人

口
㆒

﹂
・
*
﹁
因
﹂
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

㆓�

つ
選
べ
。

(
﹁
百
姓
﹂
は
、
漢
文
の
学
習
で
は
、
﹁
故こ

人じ
ん

︵
＝
旧
友
︶
﹂
﹁
左さ

右い
う

︵
＝
側
近
の
臣
︶
﹂
﹁
夫ふ

う

子し

︵
＝
先
生
︶
﹂
﹁
寡く

わ

人じ
ん

︵
＝
私
・
王
侯
の
自
称
︶
﹂
な
ど
と
並
ん
で
、
最
重
要
単
語

の
一
つ
で
あ
る
。
日
本
語
で
い
う
︵
ひ
ゃ
く
し
ょ
う
︵
＝
農
民
︶
︶
で
は
な
く
、
﹁
ひ
ゃ
く
せ
い
﹂
と
読
み
、
﹁
人
民
。
多
く
の
人
民
。
民
衆
﹂
の
意
。
﹁
多
く
の
役+

人+

﹂
の
意
味
で

用
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、
﹁
人
民
﹂
の
意
が
大
事
で
あ
る
。
﹁
庶し

よ

人じ
ん

﹂
﹁
億お

く

兆て
う

﹂
も
同
義
語
で
あ
る
。
1

﹁
民
衆
﹂
が
正
し
い
。

)
﹁
膾
炙
人
口
﹂
は
訓
点
が
あ
り
、
﹁
人じ

ん

口こ
う

に

膾
く
わ
い

炙し
や

す
﹂
と
読
む
。
﹁
膾
﹂
は
﹁
な
ま
す
︵
魚
貝
や
獣
の
生
肉
を
細
か
く
切
っ
た
も
の
。
あ
る
い
は
、
薄
く
切
っ
た
魚
肉
を
酢

に
浸
し
た
も
の
︶
﹂
、
﹁
炙
﹂
は
﹁
火
で
あ
ぶ
っ
た
︵
焼
い
た
︶
肉
﹂
の
こ
と
。
誰
も
が
口
に
し
て
美
味
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
﹁
広
く
人
々
の
口
に
の
ぼ
っ
て
も
て
は
や

さ
れ
る
﹂
意
に
用
い
る
慣
用
句
と
な
っ
て
い
る
。
4

﹁
広
く
知
れ
わ
た
っ
て
い
る
﹂
が
正
し
い
。

*
﹁
因
﹂
は
、
﹁
よ
リ
テ
﹂
あ
る
い
は
﹁
よ
つ
テ
﹂
。
前
に
述
べ
た
内
容
を
う
け
て
、
そ
れ
が
原
因
・
契
機
と
な
っ
て
事
態
が
展
開
す
る
こ
と
を
示
す
。
﹁
そ
の
た
め
に
﹂
﹁
そ
こ

で
﹂
﹁
こ
う
し
て
﹂
な
ど
の
意
で
あ
る
。
1

﹁
そ
の
た
め
に
﹂
が
、
文
脈
の
上
か
ら
も
妥
当
で
あ
る
。

正
解

(

1

)

4

*

1

32

33

34
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問
�

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

標
準

傍
線
部
﹁
窮

人

力

絶

人

命
、
有

所

不

顧
。
﹂
に
つ
い
て
、
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
い
う
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
い
が
、
後
半
の
﹁
有
︵
あ
り
︶
﹂
﹁
所
︵
と
こ
ろ
︶
﹂
﹁
不
︵
ず
︶
﹂
は
、
い
ず
れ
も
返
読
文
字
︵
必
ず
返
っ
て
読
む
字
︶
で
あ

る
。
よ
っ
て
、
﹁
顧
︵
か
へ
リ
ミ
ル
︶
﹂
か
ら
は
、
一
字
ず
つ
、

有
㆑

所
㆑

不
㆑

顧

と
返
る
こ
と
に
な
り
、
﹁
顧
み
ざ
る
所
有
り
﹂
と
読
む
こ
と
に
な
る
。

前
半
に
つ
い
て
は
、
﹁
人
力
﹂
﹁
人
命
﹂
は
二
字
の
熟
語
で
、
体
言
と
見
ら
れ
、
﹁
窮
︵
き
は
ム
︶
﹂
﹁
絶
︵
た
ツ
︶
﹂
は
動
詞
で
あ
る
か
ら
、

窮
㆓

人

力
㆒

絶
㆓

人

命
㆒

と
返
り
点
が
つ
く
と
考
え
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
正
解
は
4

﹁
人
力
を
窮
め
人
命
を
絶
つ
も
、
顧
み
ざ
る
所
有
り
﹂
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
が
判
断
で
き
な
け
れ
ば
、
各
選
択
肢
の
﹁
書
き
下
し
文
﹂
の
よ
う
に
読
ん
だ
場
合
の
意
味
を
考
え
て
み
て
、
﹁
文
意
が
通
る
か
﹂
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
る
こ
と

に
な
る
が
、
1

・
2

・
3

・
5

は
、

の
部
分
で
文
意
が
通
ら
な
い
。

1

×
人
力
の
人
命
を
絶
た
ん
と
す
る
を
窮
め
て
、×
所
と
し
て
顧
み
ざ
る
有
り
と
。

2

人
の
力つ

と

め
て×
絶
人
の
命
を
窮
む
る
は
、
有
れ
ど
も
顧
み
ざ
る
所
な
り
と
。

3

×
窮
人
の
力
は×
絶
人
の
命
に
し
て
、×
有
る
所
顧
み
ざ
る×
の
み
と
。

4

人
力
を
窮
め
人
命
を
絶
つ
も
、
顧
み
ざ
る
所
有
り
と
。
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5

×
人
を
窮
め
て
力つ

と

め
し
め×
人
を
絶
ち
て
命
じ
、×
所
有
る
も
顧
み
ず
と
。

正
解

4

35

問
�

︻
資
料
︼
を
ふ
ま
え
て
の
詩
句
の
解
釈
の
問
題

標
準

︻
詩
︼
の
第
三
句
﹁
一

騎

紅

塵

妃

子

笑
﹂
に
つ
い
て
、
︻
資
料
︼
Ⅰ
・
Ⅱ
を
ふ
ま
え
た
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
。

︻
資
料
Ⅰ
︼
は
、
楊
貴
妃
が
茘
枝
を
好
ん
だ
た
め
、
南
方
か
ら
早
馬
で
七
日
七
夜
か
け
て
都
へ
運
ば
せ
、
そ
の
た
め
に
人
も
馬
も
途
中
で
倒
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
民
衆
が
苦
し

ん
だ
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

︻
資
料
Ⅱ
︼
は
、
玄
宗
が
楊
貴
妃
を
喜
ば
せ
る
た
め
に
遠
方
か
ら
茘
枝
を
運
ば
せ
、
多
く
の
人
力
を
費
し
、
人
命
を
損
う
こ
と
も
あ
っ
た
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

﹁
一
騎
紅
塵
妃
子
笑
ふ
﹂
の
、
﹁
紅
塵
﹂
に
は
︵
注
�

＝
砂
煙
︶
、
﹁
妃
子
﹂
に
は
︵
注
�

＝
楊
貴
妃
の
こ
と
︶
と
、
︵
注
︶
が
あ
る
か
ら
、
﹁
茘
枝
を
届
け
る
た
め
の
早
馬
が
砂
煙

を
た
て
て
︵
到
着
し
︶
、
そ
れ
を
見
て
楊
貴
妃
は
笑
う
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
正
解
は
4

。

1

×
玄
宗
の
た
め
楊
貴
妃
が
手
配
し
た
茘
枝
を
早
馬
が
砂
煙
を
上
げ
な
が
ら
運
ん
で
来
る
。○
そ
れ
を
見
て
楊
貴
妃
は
笑
う
。

2

楊
貴
妃
の
た
め
茘
枝
を
手
に
入
れ
よ
う
と×
早
馬
が
砂
煙
の
な
か
産
地
へ
と
走
り
ゆ
く
。○
そ
れ
を
見
て
楊
貴
妃
は
笑
う
。

3

楊
貴
妃
の
好
物
の
茘
枝
を
運
ぶ
早
馬
が
宮
殿
の×
門
の
直
前
で
倒
れ
て
砂
煙
を
上
げ
る
。○
そ
れ
を
見
て
楊
貴
妃
は
笑
う
。

4

玄
宗
の
命
令
で
楊
貴
妃
の
好
物
の
茘
枝
を
運
ぶ
早
馬
が
砂
煙
を
上
げ
疾
走
し
て
来
る
。○
そ
れ
を
見
て
楊
貴
妃
は
笑
う
。

5

×
玄
宗
に
取
り
入
り
た
い
役
人
が
茘
枝
を
携
え
て
砂
煙
の
な
か
早
馬
を
走
ら
せ
て
来
る
。○
そ
れ
を
見
て
楊
貴
妃
は
笑
う
。

1

・
2

・
3

・
5

は
、

の
部
分
が
間
違
い
で
あ
る
。

正
解

4

36
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問
�

︻
資
料
Ⅲ
・
Ⅳ
︼
の
内
容
の
判
断
の
問
題

応
用

︻
資
料
︼
Ⅲ
・
Ⅳ
に
関
す
る
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
。

︻
資
料
Ⅲ
︼
は
、
玄
宗
は
、
十
月
に
驪
山
︵
華
清
宮
︶
に
行
幸
し
、
翌
年
の
春
王
宮
に
帰
っ
た
の
で
、
六
月
に
は
驪
山
に
は
い
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
驪
山
に
茘
枝
を
運
ば
せ

た
と
い
う
詩
の
内
容
は
、
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

︻
資
料
Ⅳ
︼
は
、
天
宝
十
四
年
六
月
一
日
の
楊
貴
妃
の
誕
生
日
に
、
華
清
宮
の
長
生
殿
で
音
楽
を
も
よ
お
し
た
折
、
南
海
郡
か
ら
茘
枝
が
献
上
さ
れ
た
話
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら

す
れ
ば
、
六
月
に
驪
山
に
行
っ
た
こ
と
は
あ
り
、
そ
こ
で
茘
枝
も
献
じ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

選
択
肢
の
、
︻
資
料
Ⅲ
︼
に
つ
い
て
、
︻
資
料
Ⅳ
︼
に
つ
い
て
を
、
そ
れ
ぞ
れ
チ
ェ
ッ
ク
す
る
。

1

︻
資
料
︼
Ⅲ
は
、×
玄
宗
一
行
が
驪
山
に
滞
在
し
た
時
期
と
茘
枝
が
熟
す
時
期
と
の
一
致
に
よ
っ
て
、×
【
詩
︼
の
描
写
が
事
実
に
符
合
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
︻
資
料
︼
Ⅳ
は
、

玄
宗
一
行
が×
夏
の
華
清
宮
で
賞
玩
し
た
の
は
楽
曲
﹁
茘
枝
香
｣
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
︻
資
料
︼
Ⅲ
の
見
解
に
反
論
す
る
根
拠
と
な
る
。

2

︻
資
料
︼
Ⅲ
は
、×
玄
宗
一
行
が
驪
山
に
滞
在
し
た
時
期
と
茘
枝
が
熟
す
時
期
と
の
一
致
に
よ
っ
て
、×
【
詩
︼
の
描
写
が
事
実
に
符
合
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
︻
資
料
︼
Ⅳ
は
、

夏
の
華
清
宮
で
玄
宗
一
行
に×
献
上
さ
れ
た
茘
枝
が
特
別
に
﹁
茘
枝
香
﹂
と
名
付
け
ら
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
︻
資
料
︼
Ⅲ
の
見
解
を
補
足
で
き
る
。

3

︻
資
料
︼
Ⅲ
は
、○
玄
宗
一
行
が
驪
山
に
滞
在
し
た
時
期
と
茘
枝
が
熟
す
時
期
と
の
不
一
致
に
よ
っ
て
、○
【
詩
︼
の
描
写
が
事
実
に
反
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
︻
資
料
︼
Ⅳ
は
、

夏
の
華
清
宮
で×
玄
宗
一
行
に
献
上
さ
れ
た
﹁
茘
枝
香
｣
が
果
物
の
名
で
は
な
く
楽
曲
の
名
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、×
【
資
料
︼
Ⅲ
の
見
解
を
補
足
で
き
る
。

4

︻
資
料
︼
Ⅲ
は
、○
玄
宗
一
行
が
驪
山
に
滞
在
し
た
時
期
と
茘
枝
が
熟
す
時
期
と
の
不
一
致
に
よ
っ
て
、○
【
詩
︼
の
描
写
が
事
実
に
反
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
︻
資
料
︼
Ⅳ
は
、

玄
宗
一
行
が

×
｢
茘
枝
香
﹂
と
い
う
名
の
茘
枝
を
賞
味
し
た
場
所
は
夏
の
南
海
郡
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、×
【
資
料
︼
Ⅲ
の
見
解
を
補
足
で
き
る
。

5

︻
資
料
︼
Ⅲ
は
、○
玄
宗
一
行
が
驪
山
に
滞
在
し
た
時
期
と
茘
枝
が
熟
す
時
期
と
の
不
一
致
に
よ
っ
て
、○
【
詩
︼
の
描
写
が
事
実
に
反
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
︻
資
料
︼
Ⅳ
は
、

○
｢
茘
枝
香
﹂
と
い
う
楽
曲
名
が
夏
の
華
清
宮
で
玄
宗
一
行
に
献
上
さ
れ
た
茘
枝
に
由
来
す
る
と
述
べ
て
お
り
、○
【
資
料
︼
Ⅲ
の
見
解
に
反
論
す
る
根
拠
と
な
る
。

︻
資
料
Ⅲ
︼
の
説
明
は
、
1

・
2

と
、
3

・
4

・
5

の
、
�

対
�

の
配
分
が
あ
り
、
こ
れ
は
、
3

・
4

・
5

の
﹁
不
一
致
﹂
が
正
し
い
。

︻
資
料
Ⅳ
︼
の
説
明
も
、
1

・
2

に
は
間
違
い
が
あ
り
、
3

・
4

も

の
部
分
に
間
違
い
が
あ
る
。

正
解

5

37
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問
�

︻
資
料
︼
を
ふ
ま
え
た
︻
詩
︼
の
鑑
賞
の
正
否
の
判
断
の
問
題

応
用

︻
資
料
︼
を
ふ
ま
え
た
︻
詩
︼
の
鑑
賞
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

1

～

5

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

︻
詩
︼
お
よ
び
︻
資
料
︼
Ⅰ
～
Ⅳ
の
読
解
を
ふ
ま
え
た
上
の
、
本
文
全
体
と
の
内
容
合
致
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
各
選
択
肢
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
キ
ズ
を
見
つ
け
て
消
去
し

て
ゆ
く
し
か
な
い
。

1

驪
山
の
華
清
宮
を
舞
台
に
、
開
放
さ
れ
る
宮
殿
の
門
、
公
文
書
を
急
送
す
る
は
ず
の
早
馬
、
楊
貴
妃
の
笑
み
と
、×
.
め
い
た
描
写
が
連
ね
ら
れ
た
う
え
で
、×
そ
れ
ら
が
常

軌
を
逸
し
た
茘
枝
の
輸
送
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。×
事
実
無
根
の
逸
話
を
あ
え
て
描
き
、
玄
宗
が
政
治
を
怠
り
宮
殿
で
ぜ
い
た
く
に
過
ご
し
て
い
た
こ

と
へ
の×
憤
慨
を
ぶ
ち
ま
け
て
い
る
。

2

驪
山
の
遠
景
か
ら
華
清
宮
の
門
、
駆
け
抜
け
る
早
馬
へ
と○
焦
点
が
絞
ら
れ
、
視
点
は
楊
貴
妃
の
笑
み
に
転
じ
る
。○
笑
み
を
も
た
ら
し
た
の
は
不
適
切
な
手
段
で
運
ば
れ
る

茘
枝
で
あ
っ
た
。○
事
実
か
ど
う
か
不
明
な
部
分
が
あ
る
も
の
の
、
玄
宗
と
楊
貴
妃
の
逸
話
を
巧
み
に
用
い
、○
玄
宗
が
為
政
者
の
道
を
踏
み
外
し
て
楊
貴
妃
に
対
す
る
情
愛
に

溺
れ
た
こ
と
を
慨
嘆
し
て
い
る
。

3

×
驪
山
の
山
容
や
宮
殿
の
門
の
配
置
を
詳
し
く
描
き
、
早
馬
が
上
げ
る
砂
煙
や
楊
貴
妃
の
笑
み
な
ど
の×
細
部
も
見
逃
さ
な
い
。
早
馬
が
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う×
茘
枝
に
つ
い
て

も
写
実
的
に
描
写
し
て
い
る
。
玄
宗
と
楊
貴
妃
に
関
す
る×
事
実
を
巧
み
に
詠
み
込
ん
で
お
り
、×
二
人
が
華
清
宮
で
ど
の
よ
う
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
の
歴
史
的

知
識
を
提
供
し
て
い
る
。

4

美
し
い
驪
山
に
造
営
さ
れ
た
華
清
宮
の
壮
麗
さ
を
背
景
に
、
一
人
ほ
ほ
笑
む
楊
貴
妃
の
艶あ

で

や
か
さ
が
印
象
的
に
描
か
れ
た
う
え
で
、
ほ
ほ
笑
み
を
も
た
ら
し
た×
茘
枝
の
希

少
性
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
。○
事
実
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
含
む
も
の
の
、×
玄
宗
が
天
下
の
す
べ
て
を
手
に
入
れ
て
君
臨
し
て
い
た
こ
と
へ
の
感
嘆
を
巧
み
に
表
現
し

て
い
る
。

5

驪
山
に
建
つ
宮
殿
の
門
は
後
景
に
退
き
、
ほ
ほ
笑
む
楊
貴
妃
の
眼
中
に
は
一
騎
の
早
馬
し
か
な
い
。
早
馬
が
も
た
ら
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
、×
玄
宗
が
楊
貴
妃
と
と
も
に

賞
味
す
る
茘
枝
で
あ
っ
た
。
事
実
か
ど
う
か
を×
問
題
と
せ
ず
、×
玄
宗
と
楊
貴
妃
の
仲
睦む

つ

ま
じ
さ
が
際
立
つ
逸
話
を
用
い
る
こ
と
で
、×
二
人
が
永
遠
の
愛
を
誓
っ
た
こ
と
を
賛

美
し
て
い
る
。

1

・
3

・
4

・
5

は
、

の
部
分
に
本
文
の
内
容
と
は
合
致
し
な
い
キ
ズ
が
あ
る
。

正
解

2
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