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２
０
１
６
年
度 

⼤
阪
⼤
学 

前
期 

国
語 

 
Ⅰ  

評
論 

 

 

問
一 

⑴ 

倒
壊 

⑵ 

心
霊 

⑶ 

権
威 

⑷ 

雷
同 

⑸ 

放
棄 

問
二 

目
的
か
ら
現
象
を
解
釈
す
る
視
点
を
排
除
し
、
す
べ
て
の
で
き
ご
と
を
必
然
的
に

定
め
る
規
則
と
し
て
自
然
法
則
を
仮
定
し
て
、
事
実
と
そ
の
不
足
を
補
う
科
学
的

仮
説
に
よ
っ
て
そ
の
規
則
を
描
写
し
つ
つ
諸
現
象
を
合
理
的
に
説
明
す
る
こ
と
。 

（
93
字
） 

問
三 

あ
る
仮
説
が
科
学
的
で
あ
る
と
は
、
検
証
可
能
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

仮
説
が
反
証
可
能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
占
い
は
導
か
れ
た
仮
説
の
内
容

を
反
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
性
質
を
も
つ
か
ら
。
（
85
字
） 

問
四 

認
識
に
も
と
づ
く
あ
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
も
と
で
、
経
験
を
根
拠
と
す
る
科
学
的
仮

説
の
検
証
と
反
証
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
自
体
の

変
革
が
達
成
さ
れ
る
と
い
う
形
で
科
学
が
進
歩
す
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。 

傾
向
と
対
策

出

典

所
要
時
間

難

易

度

《
出
典
》
で
も
述
べ
た
通
り
、
本
文
の
テ
ー
マ
は
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス

な
も
の
で
、
内
容
の
理
解
に
困
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
た
だ
、

解
答
要
素
が
見
つ
け
に
く
い
、
解
答
の
根
拠
と
す
べ
き
範
囲
が
ど
こ

か
わ
か
り
に
く
い
と
い
っ
た
解
答
の
書
き
づ
ら
さ
を
感
じ
た
か
も
し

れ
な
い
。
問
二
で
は
、「
科
学
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
内
容
か
ら
、

「
客
観
的
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
求
め
ら
れ

た
。
問
三
で
は
、
本
文
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
「
占
い
」

 

酒
井
邦
嘉
『
科
学
者
と
い
う
仕
事
』
か
ら
の
出
題
。
科
学
に
つ
い
て

書
か
れ
た
文
章
で
、
入
試
問
題
と
し
て
は
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
ジ
ャ

ン
ル
か
ら
の
出
題
で
あ
り
、
本
文
の
内
容
は
そ
れ
ほ
ど
難
し
く
な
か

っ
た
と
い
え
る
。 

筆
者
の
酒
井
邦
嘉
は
日
本
の
脳
生
理
学
者
で
、
言
語
を
中
心
と
し

た
人
間
の
脳
機
能
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
研
究
を
行
っ
て
い
る
。

著
書
に
、『
言
語
の
脳
科
学
―
脳
は
ど
の
よ
う
に
こ
と
ば
を
生
み
だ
す

か
』『
科
学
と
い
う
考
え
方
―
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
宇
宙
』
な
ど
が

あ
る
。 

35
分  

★
★
★
☆
☆ 

傾
向
と
対
策

に
つ
い
て
い
え
る
こ
と
を
推
測
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
問
四
で
は
、

「
進
歩
」
に
つ
い
て
書
か
れ
た
バ
ラ
バ
ラ
の
要
素
を
論
理
的
に
組
み
立

て
る
必
要
が
あ
っ
た
。
問
五
で
は
、「
意
見
」
と
「
仮
説
」
の
違
い
に

つ
い
て
対
比
的
に
考
え
て
い
く
思
考
が
求
め
ら
れ
た
。
解
答
要
素
を

見
つ
け
出
す
の
に
時
間
を
使
っ
て
し
ま
う
と
、
そ
の
分
だ
け
記
述
内

容
の
論
理
性
な
ど
の
考
察
が
不
十
分
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。 

最
初
に
本
文
を
読
む
と
き
は
、
全
体
の
流
れ
を
つ
か
む
こ
と
に
集

中
し
、
問
題
を
解
く
た
め
に
も
う
一
度
読
み
直
す
と
き
に
は
、
設
問
の

内
容
を
把
握
し
た
う
え
で
解
答
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
そ
う
な
と
こ
ろ

に
注
意
し
な
が
ら
読
む
よ
う
に
す
る
と
時
間
を
節
約
で
き
る
だ
ろ

う
。 

解
答 
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（
92
字
） 

問
五 

意
見
は
、
実
証
性
が
必
ず
し
も
考
慮
さ
れ
ず
、
そ
の
正
し
さ
が
無
批
判
に
認
め
ら

れ
う
る
も
の
で
あ
る
一
方
、
科
学
の
構
成
要
素
で
あ
る
仮
説
は
、
実
証
性
を
欠
い

て
は
な
ら
ず
、
そ
の
正
し
さ
に
常
に
疑
い
の
目
が
向
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
よ
う
に
異
な
る
。
（
101
字
） 

  

  

Ⅰ 

科
学
と
は
何
か
（
第
１
～
第
５
段
落
） 

 

科
学
は
、「
自
由
意
志
が
あ
り
、
偶
然
に
起
こ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
人
間
の
行
動

も
、
実
は
自
然
法
則
に
よ
っ
て
必
然
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
」「
仮
定
し
て
い
る
」。
そ

し
て
、
「
問
題
と
な
る
現
象
を
目
的
か
ら
解
釈
し
よ
う
と
」
す
る
こ
と
は
「
非
科
学
的
」

で
あ
り
、「
人
間
の
行
動
や
主
観
的
な
心
の
は
た
ら
き
を
」
、
目
的
か
ら
解
釈
せ
ず
に
「
『
客

観
的
に
』
科
学
の
力
で
明
ら
か
に
す
る
」
こ
と
は
「
本
当
に
科
学
的
に
難
し
い
問
題
」
な

の
で
あ
る
。 

ま
た
、
「
科
学
は
正
し
い
事
実
だ
け
を
積
み
上
げ
て
で
き
て
い
る
」
と
い
う
わ
け
で
は

な
く
、
「
事
実
の
足
り
な
い
と
こ
ろ
を
『
科
学
的
仮
説
』
で
補
」
っ
て
い
る
。
建
物
に
例

え
る
な
ら
、「
科
学
が
未
熟
な
た
め
に
、
本
来
必
要
と
な
る
べ
き
鉄
骨
が
欠
け
て
い
る
か

も
し
れ
」
ず
、「
新
し
い
発
見
に
よ
る
革
命
的
な
一
揺
れ
が
来
た
ら
、
い
つ
倒
壊
し
て
も

お
か
し
く
な
い
位
」
な
の
で
あ
る
。 

 

Ⅱ 

科
学
で
な
い
も
の
（
第
６
～
第
９
段
落
） 

 

こ
の
た
め
、「
『
科
学
が
何
で
あ
る
か
』
を
知
る
に
は
、
逆
に
『
科
学
は
何
で
な
い
か
』

を
理
解
す
る
こ
と
も
大
切
」
で
あ
る
。
科
学
は
「
合
理
的
」
で
あ
る
か
ら
、「
理
屈
に
合

わ
な
い
迷
信
は
科
学
で
は
な
い
」
。 

そ
こ
で
「
占
い
や
心
霊
現
象
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
疑
問
が
生
ま
れ
る
。

例
え
ば
、「
お
化
け
や
空
飛
ぶ
円
盤
の
存
在
は
、
科
学
的
に
証
明
さ
れ
て
は
い
な
い
」
が
、

「
逆
に
『
お
化
け
が
存
在
し
な
い
』
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
の
も
難
し
い
」。 

ポ
パ
ー
は
、「
反
証
（
間
違
っ
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
）
が
可
能
な
理
論
は
科

学
的
で
あ
り
、
反
証
が
不
可
能
な
説
は
非
科
学
的
だ
と
考
え
」
て
い
た
。
「
そ
も
そ
も
、

あ
る
理
論
を
裏
づ
け
る
事
実
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
た
ま
た
ま
そ
の
よ
う
な
都
合
の
良
い

事
例
が
あ
っ
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
そ
の
理
論
を
『
証
明
』
し
た
こ
と
に
は
な
ら

な
い
」。「
科
学
の
進
歩
に
よ
っ
て
間
違
っ
て
い
る
と
修
正
を
受
け
う
る
も
の
の
方
が
、
は

る
か
に
『
科
学
的
』
で
あ
る
と
言
え
る
」。
だ
か
ら
、
反
証
で
き
な
い
「
占
い
」
は
非
科

学
的
で
、
反
証
や
修
正
を
受
け
う
る
「
天
気
予
報
」
は
「
科
学
的
」
だ
と
い
え
る
の
で
あ

る
。 

 

Ⅲ 

科
学
の
進
歩
（
第
10
～
第
14
段
落
） 

「
科
学
の
知
識
は
、
経
験
に
よ
る
根
拠
を
必
要
と
し
な
い
」「
ア
プ
リ
オ
リ
な
知
識
」
と
、

「
経
験
を
根
拠
と
し
て
い
て
反
証
で
き
る
『
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
知
識
』
」
に
分
け
ら
れ
る
。

「
反
証
で
き
る
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
知
識
し
か
科
学
的
と
認
め
な
い
な
ら
ば
」
、「
簡
単
に

証
明
し
た
り
取
り
下
げ
ら
れ
た
り
す
る
理
論
ば
か
り
が
『
科
学
的
』
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
い
、
果
た
し
て
科
学
は
進
歩
す
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
」
。 

実
際
に
は
、
ク
ー
ン
の
い
う
よ
う
に
、
「
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
」
な
科
学
的
仮
説
が
「
検

証
と
反
証
を
く
り
返
し
な
が
ら
発
展
し
て
い
く
」
な
か
で
、
人
々
の
世
界
観
と
も
い
え
る

「
ア
プ
リ
オ
リ
」
な
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
の
変
革
が
な
さ
れ
る
こ
と
で
「
科
学
が
進
歩
す
る
」

の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、「
科
学
的
仮
説
は
検
証
と
反
証
を
く
り
返
し
な
が
ら
発
展
し
て
い
く
」

も
の
で
、
「
科
学
に
お
け
る
仮
説
の
役
割
は
非
常
に
大
き
い
」
の
で
あ
る
。 

本
文
解
説 

段
落
解
説 
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Ⅳ 

科
学
者
の
述
べ
る
「
意
見
」
と
「
仮
説
」（
第
15
～
第
19
段
落
） 

「
し
か
し
、
科
学
者
が
述
べ
る
説
が
、
い
つ
も
仮
説
の
形
を
取
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な

い
」。「
科
学
者
の
単
な
る
思
い
つ
き
や
予
想
は
あ
く
ま
で
も
意
見
に
す
ぎ
ず
、
科
学
的
な

仮
説
と
は
違
う
」
の
で
、
両
者
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。 

「
科
学
的
な
仮
説
に
対
し
て
は
、
そ
れ
が
正
し
い
か
ど
う
か
を
ま
ず
疑
っ
て
み
る
こ
と

が
、
科
学
的
な
思
考
の
第
一
歩
で
あ
」
り
、「
仮
説
を
鵜
呑
み
に
し
た
の
で
は
、
科
学
は

始
ま
ら
な
い
」。
一
方
で
、「
意
見
」
に
つ
い
て
は
、
「
自
分
の
意
見
を
『
わ
れ
思
う
、
ゆ

え
に
真
な
り
』
の
よ
う
に
見
な
す
」
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
が
、
そ
の
よ
う
に
疑
う
こ

と
を
忘
れ
て
は
、
「
も
は
や
科
学
者
と
し
て
は
終
わ
り
で
あ
る
」
。
「
科
学
に
と
っ
て
実
証

性
こ
そ
が
命
で
あ
り
、
こ
れ
を
失
う
こ
と
は
科
学
を
放
棄
す
る
の
に
等
し
い
」。「
科
学
的

な
仮
説
」
と
「
意
見
」
は
ま
っ
た
く
の
別
物
で
あ
る
の
に
、「
仮
説
と
意
見
の
境
に
つ
い

て
の
感
覚
が
麻
痺
し
て
し
ま
う
」
の
は
「
危
険
」
な
こ
と
で
あ
る
。 

 

 

 

科
学
は
、
す
べ
て
の
事
象
が
自
然
法
則
に
従
う
と
い
う
仮
定
の
も
と
で
科
学
的
仮
説
の

検
証
と
反
証
を
繰
り
返
し
、
時
に
は
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
を
伴
っ
て
発
展
す
る
。
科
学
に

お
い
て
重
要
な
仮
説
と
単
な
る
意
見
は
ま
っ
た
く
の
別
物
で
、
区
別
が
必
要
で
あ
る
。 

（
100
字
）  

 

―
出
典
：
『
広
辞
苑 

第
六
版
』
（
岩
波
書
店
） 

 

公
理 

①
お
お
や
け
の
道
理
。
一
般
に
通
ず
る
道
理
。 

 
 

 

②
㋐
証
明
不
可
能
で
あ
る
と
と
も
に
、
ま
た
証
明
を
必
要
と
せ
ず
直
接
に
自
明
の

真
と
し
て
承
認
さ
れ
他
の
命
題
の
前
提
と
な
る
基
本
命
題
。 

 
 

 
 

㋑
あ
る
理
論
領
域
で
仮
定
さ
れ
る
基
本
前
提
。 

世
界
観 

世
界
を
全
体
と
し
て
意
味
づ
け
る
見
方
。
人
生
観
よ
り
も
包
括
的
。
単
な
る
知

的
把
握
に
と
ど
ま
ら
ず
、
よ
り
直
接
的
な
情
意
的
評
価
を
含
む
。
楽
天
主
義
・

厭
世
主
義
・
宗
教
的
世
界
観
・
道
徳
的
世
界
観
な
ど
の
立
場
が
あ
る
。 

実
在
論 

認
識
主
観
か
ら
独
立
な
客
観
的
実
在
を
認
め
、
何
ら
か
の
仕
方
お
よ
び
程
度
に

お
い
て
そ
れ
は
認
識
さ
れ
得
る
と
す
る
哲
学
上
の
立
場
。
極
端
な
観
念
論
以
外

の
す
べ
て
の
哲
学
的
立
場
が
こ
れ
に
入
る
。 

鵜
呑
み 

鵜
が
魚
を
吞
む
よ
う
に
、
噛
ま
ず
に
吞
み
込
む
こ
と
。
ま
る
の
み
。 

 
 
 
 

人
の
言
う
こ
と
な
ど
を
、
よ
く
検
討
・
理
解
せ
ず
に
そ
の
ま
ま
採
り
入
れ
る
こ

と
。 

権
威 

他
人
を
強
制
し
服
従
さ
せ
る
威
力
。
人
に
承
認
と
服
従
の
義
務
を
要
求
す
る
精
神

的
・
道
徳
的
・
社
会
的
ま
た
は
法
的
威
力
。 

 
 
 

そ
の
道
で
第
一
人
者
と
認
め
ら
れ
て
い
る
人
。
大
家
。 

雷
同 

（
雷
が
響
く
と
物
が
同
時
に
こ
の
響
き
に
応
ず
る
意
）
自
分
に
定
見
が
な
く
て
、

み
だ
り
に
他
の
説
に
同
意
す
る
こ
と
。 

 

  

問
一 

解
答 

⑴ 

倒
壊 

⑵ 

心
霊 

⑶ 

権
威 

⑷ 

雷
同 

⑸ 

放
棄 

難
易
度 

★
★
★
☆
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

知
識
・
教
養 

 

 

⑵
の
「
霊
」
と
い
う
漢
字
は
日
常
的
に
書
く
機
会
が
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
、
で
き
な
か

っ
た
と
し
て
も
仕
方
が
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
⑷
の
「
雷
同
」
は
「
付
和
雷
同
」
と
い
う
四

字
熟
語
の
形
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
方
が
多
く
、
馴
染
み
の
な
い
用
法
だ
っ
た
か
も
し
れ

百
字
要
旨 

用
語
解
説 

設
問
解
説 

解
説 
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な
い
。
と
は
い
え
「
無
批
判
な
群
集
」
と
い
う
ワ
ー
ド
か
ら
、「
付
和
雷
同
」
の
「
雷
同
」

で
は
な
い
か
と
推
測
す
れ
ば
解
答
で
き
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
⑴
⑶
⑸
に
関
し
て
は
、
授
業

の
ノ
ー
ト
を
と
る
よ
う
な
と
き
に
も
登
場
す
る
熟
語
ば
か
り
で
、
落
と
し
て
は
な
ら
な
い

設
問
で
あ
る
。 

 

問
二 

解
答 

目
的
か
ら
現
象
を
解
釈
す
る
視
点
を
排
除
し
、
す
べ
て
の
で
き
ご
と
を
必
然
的
に

定
め
る
規
則
と
し
て
自
然
法
則
を
仮
定
し
て
、
事
実
と
そ
の
不
足
を
補
う
科
学
的

仮
説
に
よ
っ
て
そ
の
規
則
を
描
写
し
つ
つ
諸
現
象
を
合
理
的
に
説
明
す
る
こ
と
。 

（
93
字
） 

難
易
度 

★
★
★
☆
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

要
約
型 

解
答
範
囲 

Ⅰ
（
第
１
～
第
５
段
落
） 

 
 

「
客
観
的
」
、
「
科
学
」
が
本
文
中
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
を
把
握
し
て

い
こ
う
。
第
３
段
落
の
引
用
部
分
、「
科
学
的
方
法
の
基
礎
は
、
自
然
が
客
観
的
な
存
在

で
あ
る
と
い
う
原
則
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
諸
現
象
を
目
的
因
、
い
わ
ば
《
（
造
物
主
の
）

計
画
》
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
で
《
真
実
の
》
認
識
に
到
達
で
き
る
と
い
う
考
え
を
徹
頭
徹

尾
、
拒
否
し
よ
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
部
分
に
注
目
し
よ
う
。
「
自
然
が

客
観
的
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
原
則
」
に
も
と
づ
く
「
科
学
的
方
法
」
は
、「
諸
現
象
を

目
的
因
、
い
わ
ば
《
（
造
物
主
の
）
計
画
》
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
で
《
真
実
の
》
認
識
に

到
達
で
き
る
と
い
う
考
え
を
徹
頭
徹
尾
、
拒
否
し
よ
う
」
と
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
内

容
は
、
筆
者
の
主
張
で
は
な
い
引
用
の
部
分
で
は
あ
る
が
、
こ
の
部
分
を
「
こ
の
考
え
に

従
え
ば
」
と
受
け
て
、
「
問
題
と
な
る
現
象
を
目
的
か
ら
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
こ

と
を
「
非
科
学
的
」
だ
と
筆
者
は
い
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
筆
者
は
こ
の
引
用
部
分

の
モ
ノ
ー
の
考
え
方
を
肯
定
し
て
お
り
、
こ
こ
で
の
「
客
観
的
」
と
い
う
言
葉
は
、「
現

象
を
目
的
か
ら
解
釈
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
判
断
で
き
る
。 

次
に
、「
科
学
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
考
え
て
い
こ
う
。
第
１
段
落
引
用
部
分
の
「
科

学
研
究
は
、
人
間
の
行
動
を
含
め
て
、
す
べ
て
の
で
き
ご
と
が
自
然
法
則
に
よ
っ
て
決
め

ら
れ
て
い
る
と
い
う
仮
定
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
す
」
と
い
う
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
言

葉
を
受
け
て
、
筆
者
は
「
つ
ま
り
、
自
由
意
志
が
あ
り
、
偶
然
に
起
こ
っ
て
い
る
よ
う
に

思
え
る
人
間
の
行
動
も
、
実
は
自
然
法
則
に
よ
っ
て
必
然
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
科
学

は
仮
定
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
第
５
段
落
で
は
「
科
学
は
正
し
い
事
実

だ
け
を
積
み
上
げ
て
で
き
て
い
る
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
真
実
で
は
な
い
。

実
際
の
科
学
は
、
事
実
の
足
り
な
い
と
こ
ろ
を
『
科
学
的
仮
説
』
で
補
い
な
が
ら
作
り
上

げ
た
構
造
物
で
あ
る
」
と
、「
科
学
」
に
お
け
る
「
事
実
」
と
「
仮
説
」
の
役
割
に
つ
い

て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
以
上
か
ら
、
筆
者
の
い
う
「
科
学
」
は
、
「
す
べ
て
の
で
き
ご
と

が
自
然
現
象
に
よ
っ
て
き
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
仮
定
の
下
で
、
事
実
と
そ
の
不
足
を
補

う
仮
説
に
よ
っ
て
物
事
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
」
だ
と
わ
か
る
。
そ
し
て
、
第
６
段
落
に

も
あ
る
通
り
、
こ
の
よ
う
な
科
学
の
考
え
方
は
「
合
理
的
」
な
の
で
あ
る
。 

こ
こ
で
、「
事
実
の
足
り
な
い
と
こ
ろ
を
『
科
学
的
仮
説
』
で
補
」
う
こ
と
に
つ
い
て
、

も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
考
え
て
み
よ
う
。
「
仮
説
」
に
よ
っ
て
事
実
の
不
足
を
補
う
こ
と

が
で
き
る
の
は
、
「
自
然
法
則
」
の
仮
定
が
あ
る
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す

れ
ば
、
仮
定
し
て
い
る
「
自
然
法
則
」
に
従
う
よ
う
に
、
事
実
の
不
足
を
補
う
「
科
学
的

仮
説
」
が
構
築
さ
れ
、
諸
現
象
が
「
合
理
的
」
に
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
そ
の

「
自
然
法
則
」
が
な
け
れ
ば
、
あ
る
「
事
実
」
は
偶
然
の
賜
物
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
ず
、

そ
れ
を
「
仮
説
」
で
補
う
こ
と
で
「
合
理
的
」
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

逆
に
、
「
自
然
法
則
」
に
従
っ
て
「
事
実
」
と
「
科
学
的
仮
説
」
を
組
み
合
わ
せ
る
こ

と
で
な
さ
れ
る
「
合
理
的
」
な
説
明
は
、「
自
然
法
則
」
そ
の
も
の
を
描
き
出
し
て
も
い

る
。
具
体
的
な
例
で
考
え
て
み
よ
う
。(

重
い)

鉄
球
と(

軽
い)

ボ
ー
ル
を
同
じ
高
さ
か
ら

解
説 
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同
時
に
落
と
す
と
い
う
実
験
を
し
た
場
合
を
考
え
る
。
実
験
の
結
果
と
し
て
、「
二
つ
は

同
時
に
地
面
に
落
ち
た
」
と
い
う
「
事
実
」
が
得
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、
こ
の
「
事
実
」
は

偶
然
で
は
な
く
、
「
自
然
法
則
」
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
仮
定
の
も
と
で
、

「
地
球
上
で
物
体
を
落
と
す
と
、
重
さ
に
か
か
わ
ら
ず
一
定
の
加
速
度
で
自
由
落
下
運
動

す
る
」
と
い
う
「
仮
説
」
が
導
か
れ
、
事
象
が
説
明
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
、
こ
の
「
事
実
」

と
「
仮
説
」
に
よ
る
説
明
は
、
物
体
の
落
下
に
つ
い
て
定
め
る
「
自
然
法
則
」
を
描
き
出

し
て
も
い
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
「
事
実
」
と
「
仮
説
」
に
よ
る
諸
事
象

の
説
明
は
、
「
自
然
法
則
」
の
描
写
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。 

こ
れ
ら
の
内
容
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、「
客
観
的
に
」「
科
学
の
力
で
」
も
の
ご
と
を
明

ら
か
に
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
ま
と
め
れ
ば
よ
い
。 

解
答
は
、「
す
べ
て
の
で
き
ご
と
は
自
然
法
則
に
よ
っ
て
必
然
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る

と
い
う
仮
定
に
基
づ
き
、
目
的
か
ら
現
象
を
解
釈
す
る
視
点
を
排
除
し
、
事
実
と
そ
の
不

足
を
補
う
科
学
的
仮
説
に
よ
っ
て
諸
現
象
を
合
理
的
に
解
明
す
る
こ
と
。
」
と
な
る
。 

 《
解
答
要
素
》 

① 

目
的
か
ら
現
象
を
解
釈
し
よ
う
と
し
な
い 

② 

す
べ
て
の
で
き
ご
と
は
自
然
法
則
に
よ
っ
て
決
定
し
て
い
る
と
い
う
仮
定 

③ 

事
実
と
事
実
の
不
足
を
補
う
科
学
的
仮
説 

④ 

（
②
に
も
と
づ
き
、
③
に
よ
っ
て
）
も
の
ご
と
を
合
理
的
に
明
ら
か
に
す
る 

《
参
照
箇
所
》 

① 

第
３
段
落
３
文
目 

② 

第
１
段
落
２
文
目 

③ 

第
５
段
落
２
文
目 

④ 

第
６
段
落
２
文
目 

 

問
三 

解
答 

あ
る
仮
説
が
科
学
的
で
あ
る
と
は
、
検
証
可
能
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

仮
説
が
反
証
可
能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
占
い
は
導
か
れ
た
仮
説
の
内
容

を
反
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
性
質
を
も
つ
か
ら
。
（
85
字
） 

難
易
度 

★
★
☆
☆
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

要
約
型
＋
一
般
化
型 

解
答
範
囲 

Ⅱ
（
第
６
～
第
９
段
落
） 

 

ま
ず
、
筆
者
が
何
を
基
準
に
「
科
学
的
」
、「
非
科
学
的
」
だ
と
考
え
て
い
る
の
か
を
と

ら
え
て
、
そ
れ
か
ら
な
ぜ
筆
者
が
「
占
い
」
は
「
非
科
学
的
」
で
あ
る
と
い
う
の
か
考
え

て
い
こ
う
。 

「
科
学
」
と
「
非
科
学
」
を
区
別
す
る
基
準
は
、
第
８
段
落
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
は
、「
反
証
（
間
違
っ
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
）
が
可
能
な
理
論
は
科
学
的

で
あ
り
、
反
証
が
不
可
能
な
説
は
非
科
学
的
だ
と
考
え
る
。
検
証
が
で
き
る
か
ど
う
か
は

問
わ
な
い
。」
と
い
う
、
Ｋ
・
Ｒ
・
ポ
パ
ー
に
よ
る
判
断
基
準
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
あ
く
ま
で
ポ
パ
ー
の
主
張
で
は
あ
る
が
、
第
９
段
落
で
は
、
こ
の
ポ
パ
ー
の
主
張
を
受

け
、
筆
者
は
「
科
学
の
進
歩
に
よ
っ
て
間
違
っ
て
い
る
と
修
正
を
受
け
得
る
も
の
の
方
が
、

は
る
か
に
『
科
学
的
』
で
あ
る
と
言
え
る
」
と
、
ポ
パ
ー
と
同
様
の
主
張
を
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
筆
者
は
ポ
パ
ー
と
同
様
、「
科
学
的
」
で
あ
る
か
ど
う
か
は
「
検
証
可
能

性
」
で
は
な
く
「
反
証
可
能
性
」
で
決
ま
り
、
反
証
可
能
な
理
論
が
「
科
学
的
」
、
反
証

不
可
能
な
理
論
が
「
非
科
学
的
」
だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

こ
こ
で
二
つ
の
対
比
構
造
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
一
つ
目
は
、
「
科
学
的
」
か

ど
う
か
の
判
断
基
準
が
、「
検
証
可
能
性
」
と
「
反
証
可
能
性
」
の
ど
ち
ら
な
の
か
と
い

う
対
比
。
二
つ
目
は
、
反
証
可
能
な
も
の
が
「
科
学
的
」
で
、
反
証
不
可
能
な
も
の
が
「
非

科
学
的
」
だ
と
い
う
対
比
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
対
比
を
混
同
し
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に

解
説 
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気
を
付
け
た
い
。 

こ
れ
ら
の
内
容
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
「
占
い
」
が
「
非
科
学
的
」
で
あ
る
と
筆
者
が

い
う
理
由
を
考
え
て
い
こ
う
。
第
７
段
落
の
傍
線
部
と
そ
の
直
後
で
は
、「
占
い
」
と
「
天

気
予
報
」
と
い
う
二
つ
の
具
体
例
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
前
者
は
「
非
科
学
的
」
、
後
者

は
「
科
学
的
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
占
い
」
は
、
あ
る
人
の
生
年
月
日
（
十

二
星
座
）
や
手
相
と
い
っ
た
「
事
実
」
か
ら
未
来
予
測
の
よ
う
な
「
仮
説
」
を
導
く
も
の

で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
過
去
の
気
象
デ
ー
タ
か
ら
未
来
の
天
気
と
い
う
「
仮
説
」
を
導
く

「
天
気
予
報
」
と
同
じ
で
あ
る
。
本
文
で
は
、「
占
い
」
だ
け
が
な
ぜ
「
非
科
学
的
」
な
の

か
、
は
っ
き
り
と
述
べ
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
こ
こ
で
先
ほ
ど
お
さ
え
た
ポ
パ
ー
に
よ
る

判
断
基
準
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、「
天
気
予
報
」
は
反
証
が
可
能
で
あ
る
か
ら
「
科
学

的
」
で
、「
占
い
」
は
反
証
が
不
可
能
だ
か
ら
「
非
科
学
的
」
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
の
後
に
続
く
「
お
化
け
や
空
飛
ぶ
円
盤
の
存
在
」
と
い
う
非
科
学
的
な
も
の
の

具
体
例
に
つ
い
て
、「
『
お
化
け
が
存
在
し
な
い
』
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
の
も
難
し
い
」

と
、「
非
科
学
的
」
な
仮
説
の
反
証
不
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

筆
者
が
反
証
不
可
能
性
を
理
由
に
「
占
い
」
を
「
非
科
学
的
」
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
読

み
取
れ
る
。 

こ
こ
ま
で
の
内
容
を
踏
ま
え
て
解
答
を
組
み
立
て
よ
う
。
解
答
に
は
、
「
検
証
可
能
か

ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
反
証
可
能
な
仮
説
が
科
学
的
で
あ
る
こ
と
」
と
「
占
い
に
よ
る

仮
説
は
反
証
が
で
き
な
い
こ
と
」
の
二
つ
の
内
容
を
必
ず
盛
り
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

最
終
的
な
解
答
は
、「
あ
る
仮
説
が
科
学
的
で
あ
る
と
は
、
検
証
可
能
か
ど
う
か
に
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
仮
説
が
反
証
可
能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
占
い
は
導
か
れ
た
仮
説

の
内
容
を
反
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
性
質
を
も
つ
か
ら
。
」
と
な
る
。 

 《
解
答
要
素
》 

① 

反
証
可
能
な
仮
説
が
科
学
的
な
仮
説
で
あ
る 

② 

（
①
の
判
断
に
は
）
検
証
可
能
か
ど
う
か
は
無
関
係
で
あ
る 

③ 

占
い
が
導
く
仮
説
は
、
そ
の
内
容
を
反
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
い 

※
解
答
は
、
「
～
（
③
だ
）
か
ら
。
」
と
締
め
く
く
る
こ
と
。 

《
参
照
箇
所
》 

① 

第
８
段
落
２
文
目 

② 

第
８
段
落
３
文
目 

③ 

第
７
段
落
３
文
目 

 

問
四 

解
答 

認
識
に
も
と
づ
く
あ
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
も
と
で
、
経
験
を
根
拠
と
す
る
科
学
的
仮

説
の
検
証
と
反
証
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
自
体
の

変
革
が
達
成
さ
れ
る
と
い
う
形
で
科
学
が
進
歩
す
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。 

（
92
字
） 

難
易
度 

★
★
★
★
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

要
約
型
＋
一
般
化
形 

解
答
範
囲 

Ⅲ
（
第
10
～
第
14
段
落
） 

 

傍
線
部
は
、「
こ
れ
で
は
、
簡
単
に
証
明
し
た
り
取
り
下
げ
ら
れ
た
り
す
る
理
論
ば
か

り
が
『
科
学
的
』
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
果
た
し
て
科
学
は
進
歩
す
る
の
か
、

と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
」
と
い
う
一
文
に
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
傍
線
部
は
、

「
簡
単
に
証
明
し
た
り
取
り
下
げ
ら
れ
た
り
す
る
理
論
ば
か
り
が
『
科
学
的
』
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
」
う
と
い
う
筆
者
の
懸
念
を
表
し
た
部
分
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
、
冒
頭
の
「
こ
れ
で
は
」
は
、
「
反
証
で
き
る
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
知
識
し
か
科

学
的
と
認
め
な
い
な
ら
ば
、
ち
ょ
っ
と
極
端
で
あ
る
」
を
受
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
果

た
し
て
科
学
は
進
歩
す
る
の
か
」
と
い
う
疑
問
は
、「
反
証
で
き
る
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な

解
説 
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知
識
」
だ
け
を
科
学
的
で
あ
る
と
認
め
る
と
、「
簡
単
に
証
明
し
た
り
取
り
下
げ
ら
れ
た

り
す
る
理
論
ば
か
り
が
「
科
学
的
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
」
い
、
果
た
し
て
そ
れ

が
「
進
歩
」
に
つ
な
が
る
の
か
、
と
い
う
筆
者
の
立
場
を
表
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
れ

は
、「
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
知
識
」
だ
け
で
な
く
、「
ア
プ
リ
オ
リ
な
知
識
」
も
科
学
に
お

い
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
筆
者
が
意
識
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
の
立
場
だ
と
言
え
る
。
こ
の

こ
と
を
踏
ま
え
て
解
答
を
考
え
て
い
こ
う
。 

第
12
段
落
の
、「
科
学
理
論
の
発
展
と
い
う
観
点
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
科
学
史
家
の
Ｔ
・

Ｓ
・
ク
ー
ン
は
、
あ
る
一
定
の
期
間
を
代
表
し
て
手
本
と
な
る
よ
う
な
科
学
理
論
（
た
と

え
ば
天
動
説
）
を
『
パ
ラ
ダ
イ
ム
（
範
例
）
』
と
名
づ
け
て
、
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
（
例

え
ば
地
動
説
）
へ
と
世
界
観
が
変
革
し
な
が
ら
科
学
が
進
歩
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
豊
富

な
例
を
も
と
に
主
張
し
た
」
の
部
分
に
注
目
し
よ
う
。
こ
こ
で
は
、「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
が

変
革
し
な
が
ら
科
学
が
進
歩
す
る
と
い
う
、
ク
ー
ン
の
主
張
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

こ
こ
で
、「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
と
は
、「
あ
る
一
定
の
期
間
を
代
表
し
て
手
本
と
な
る
よ
う

な
科
学
理
論
」
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
、「
数
学
の
公
理
」
と
同
様
、
他
の
仮
説
の
前
提

と
な
る
よ
う
な
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
知
識
」
で
あ
る
。
ま
た
、「
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
知
識
」

が
、
科
学
的
に
反
証
可
能
で
、
経
験
に
も
と
づ
い
た(

＝
事
実
の
足
り
な
い
と
こ
ろ
を
補

う)

「
科
学
的
仮
説
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
こ
と
も
お
さ
え
て
お
こ
う
。 

以
上
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
ク
ー
ン
の
主
張
す
る
科
学
の
発
展
に
つ
い
て
、
本
文
で
例

に
出
さ
れ
て
い
る
天
動
説
・
地
動
説
を
使
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
天
動
説
と
い
う
「
パ
ラ

ダ
イ
ム
」
の
も
と
で
、
観
測
結
果
（
＝
「
経
験
」
）
に
も
と
づ
い
た
天
体
運
動
の
法
則
な

ど
、
多
く
の
「
科
学
的
仮
説
の
検
証
と
反
証
を
く
り
返
」
す
（
第
14
段
落
）
こ
と
に
よ
っ

て
、
あ
る
段
階
で
地
動
説
と
い
う
新
た
な
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
へ
と
転
換
す
る
と
い
う
形
で

科
学
は
進
歩
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
一
般
化
す
れ
ば
、「
あ
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
も
と
で
、

科
学
的
仮
説
の
検
証
と
反
証
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
自
体
の
変

革
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
科
学
が
発
展
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

こ
れ
は
あ
く
ま
で
ク
ー
ン
の
主
張
で
あ
る
が
、
筆
者
自
身
も
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
知
識
」

が
科
学
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
お
り
、
そ
の
筆
者
の
主
張
を
裏
付

け
る
よ
う
に
引
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
筆
者
も
ク
ー
ン
と
同
様
の
考
え
方
を
し
て

い
る
と
判
断
で
き
る
。 

第
12
段
落
を
よ
く
読
む
と
、「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
の
変
革
が
「
世
界
観
」
の
変
革
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
「
世
界
観
」
と
は
、「
世
界
を
ど
う
意
味
づ
け
て
見
る
か
」

と
い
う
「
認
識
」
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
第
13
段
落
で
は
、「
認
識
に
つ
い
て
の
哲

学
」
が
い
く
つ
か
例
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
ヒ
ュ
ー
ム
や
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

の
考
え
に
よ
れ
ば
、「
認
識
」
は
「
経
験
」
に
も
と
づ
く
の
で
あ
る
。
言
い
方
を
変
え
れ

ば
、「
経
験
」
は
「
認
識
」
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一

見
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
（
世
界
観
・
認
識
）
」
に
従
う
の
み
で
あ
る
か
に
見
え
る
「
科
学
的
仮

説
（
経
験
を
根
拠
に
し
て
い
る
）
」
が
、
ひ
る
が
え
っ
て
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
に
影
響
を
及

ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
内
容
は
、
「
科
学
的
仮
説
の
検
証
・
反
証
に
よ
っ

て
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
変
革
が
な
さ
れ
る
」
と
い
う
筆
者
の
主
張
を
裏
付
け
る
役
割
を
果
た

し
て
い
る
。
解
答
に
お
い
て
も
、「
『
経
験
』
が
『
認
識
』
に
影
響
を
及
ぼ
す
」
と
い
う
内

容
を
踏
ま
え
て
作
成
し
た
い
。 

以
上
の
内
容
を
ま
と
め
る
と
、
最
終
的
な
解
答
は
「
認
識
に
も
と
づ
く
あ
る
パ
ラ
ダ
イ

ム
の
も
と
で
、
経
験
を
根
拠
と
す
る
科
学
的
仮
説
の
検
証
と
反
証
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
自
体
の
変
革
が
達
成
さ
れ
る
と
い
う
形
で
科
学
が
進
歩
す

る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
」
と
な
る
。 

 《
解
答
要
素
》 

① 

「
ア
プ
リ
オ
リ
な
知
識
」
＝
「
認
識
に
も
と
づ
く
パ
ラ
ダ
イ
ム
」 

② 

「
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
知
識
」
＝
「
経
験
を
根
拠
と
す
る
科
学
的
仮
説
」 

③ 

①
の
も
と
で
、
②
の
検
証
と
反
証
が
繰
り
返
さ
れ
る 
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④ 

③
に
よ
っ
て
、
①
の
変
革
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
で
科
学
が
進
歩
す
る 

※
解
答
は
「
～
④
と
（
筆
者
は
）
考
え
て
い
る
。
」
と
締
め
く
く
る
こ
と
。 

《
参
照
箇
所
》 

①
第
10
段
落
１
文
目
、
第
12
段
落
１
文
目 

②
第
10
段
落
１
文
目 

③
第
14
段
落
１
文
目 

④
第
12
段
落
１
文
目
、
第
13
段
落
２
文
目 

 

問
五 

解
答 

意
見
は
、
実
証
性
が
必
ず
し
も
考
慮
さ
れ
ず
、
そ
の
正
し
さ
が
無
批
判
に
認
め
ら

れ
う
る
も
の
で
あ
る
一
方
、
科
学
の
構
成
要
素
で
あ
る
仮
説
は
、
実
証
性
を
欠
い

て
は
な
ら
ず
、
そ
の
正
し
さ
に
常
に
疑
い
の
目
が
向
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
よ
う
に
異
な
る
。
（
101
字
） 

難
易
度 

★
★
★
☆
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

要
約
型 

解
答
範
囲 

Ⅳ
（
第
15
～
19
段
落
） 

 

「
『
意
見
』
と
『
仮
説
』
は
ど
う
違
う
の
か
」
を
説
明
す
る
と
い
う
設
問
な
の
で
、
「
意

見
は
○
○
だ
が
、
仮
説
は
×
×
と
い
う
よ
う
に
異
な
る
。
」
と
、「
意
見
」
と
「
仮
説
」
の

特
徴
を
対
比
的
に
表
現
す
る
方
向
性
で
解
答
を
考
え
て
い
く
。
「
仮
説
」
の
特
徴
に
つ
い

て
は
、
本
文
全
体
で
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
設
問
で
は
あ
く
ま
で
「
違
い
」

を
問
わ
れ
て
い
る
の
で
、
両
者
の
「
違
い
」
に
絞
っ
た
解
答
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
に
注
意
し
た
い
。
ま
た
、
こ
こ
で
話
題
に
な
っ
て
い
る
「
仮
説
」
は
、
傍
線
部
に
も

あ
る
よ
う
に
「
科
学
的
な
仮
説
」
を
指
し
て
い
る
こ
と
も
踏
ま
え
て
お
こ
う
。 

傍
線
部
よ
り
前
は
、
問
四
で
問
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
科
学
の
進
歩
と
「
仮
説
」
の
関
係

性
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
部
分
で
あ
る
か
ら
、
傍
線
部
よ
り
後
の
部
分
に
注
目
す
る
。
第

16
段
落
で
は
、「
仮
説
」
に
つ
い
て
「
科
学
的
な
仮
説
に
対
し
て
は
、
そ
れ
が
正
し
い
か

ど
う
か
を
ま
ず
疑
っ
て
み
る
こ
と
が
、
科
学
的
な
思
考
の
第
一
歩
で
あ
る
。
仮
説
を
鵜
呑

み
に
し
た
の
で
は
、
科
学
は
始
ま
ら
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、

「
仮
説
」
は
「
科
学
」
の
構
成
要
素
で
あ
る
以
上
、
そ
の
正
し
さ
に
常
に
疑
い
の
目
が
向

け
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
続
く
第
17
・
18
段
落
で
は
「
疑
う
こ
と
」
に

つ
い
て
の
寺
田
寅
彦
と
デ
カ
ル
ト
の
文
章
が
引
用
さ
れ
、
筆
者
の
主
張
が
補
強
さ
れ
て
い

る
。 一

方
、「
意
見
」
に
つ
い
て
は
、
第
19
段
落
で
は
じ
め
て
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
ら

れ
る
。
「
自
分
の
意
見
を
『
わ
れ
思
う
、
ゆ
え
に
真
な
り
』
の
よ
う
に
見
な
す
よ
う
に
な

っ
た
ら
、
も
は
や
科
学
者
と
し
て
は
終
わ
り
で
あ
る
」
と
い
う
部
分
か
ら
、「
意
見
」
は

そ
の
意
見
を
述
べ
た
人
自
身
が
、
無
批
判
に
正
し
い
と
認
め
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
。
こ
れ
は
、
科
学
的
思
考
の
起
点
と
し
て
、
そ
の
正
し
さ
が
疑
わ
れ
る
「
仮
説
」
と

は
大
き
く
異
な
る
特
徴
で
あ
る
。 

ま
た
、
「
科
学
に
と
っ
て
実
証
性
こ
そ
が
命
で
あ
り
、
こ
れ
を
失
う
こ
と
は
科
学
を
放

棄
す
る
の
に
等
し
い
」
と
い
う
次
の
一
文
か
ら
、
科
学
に
お
い
て
は
「
実
証
性
」
が
重
視

さ
れ
る
と
い
う
内
容
も
読
み
取
れ
る
。
こ
こ
で
、
筆
者
が
傍
線
部
で
「(

科
学
的
で
な
い)

意
見
」
と
「
科
学
的
な
仮
説
」
を
対
比
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
そ
う
。
「
科
学
」
の
構

成
要
素
で
あ
る
「
仮
説
」
は
、「
実
証
性
」
が
不
可
欠
で
あ
る
の
に
対
し
、
科
学
的
で
な

い
「
意
見
」
は
、
必
ず
し
も
「
実
証
性
」
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
と
わ

か
る
。 

以
上
の
内
容
を
ま
と
め
る
と
、「
仮
説
」
と
「
意
見
」
は
、「
正
し
さ
を
疑
わ
れ
る
か
ど

う
か
」「
『
実
証
性
』
が
重
視
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
」
と
い
う
二
つ
の
点
で
異
な
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
解
答
は
「
意
見
は
、
実
証
性
が
必
ず
し
も
考
慮

さ
れ
ず
、
そ
の
正
し
さ
が
無
批
判
に
認
め
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
る
一
方
、
科
学
の
構
成
要

解
説 
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素
で
あ
る
仮
説
は
、
実
証
性
を
欠
い
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
正
し
さ
に
常
に
疑
い
の
目
が
向

け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
異
な
る
。
」
と
な
る
。 

 《
解
答
要
素
》 

① 

意
見
は
、
実
証
性
が
必
ず
し
も
考
慮
さ
れ
て
い
な
い 

② 

意
見
は
、
そ
の
正
し
さ
を
自
身
が
無
批
判
に
受
け
入
れ
う
る 

③ 

仮
説
は
、
科
学
の
一
部
と
し
て
実
証
性
が
不
可
欠
で
あ
る 

④ 

仮
説
は
、
そ
の
正
し
さ
が
常
に
疑
わ
れ
る
も
の
で
あ
る 

《
参
照
箇
所
》 

①
第
19
段
落
１
文
目 

②
第
19
段
落
２
文
目 

③
第
19
段
落
２
文
目 

④
第
16
段
落
１
文
目 

 

（
小
島
朋
朗
、
森
慎
太
郎
、
正
木
僚
） 
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２
０
１
６
年
度 

⼤
阪
⼤
学 

前
期 

国
語 

 
Ⅱ  

⼩
説 

  
問
一 
下
山
に
時
間
が
か
か
り
過
ぎ
て
い
る
兄
の
身
に
、
何
か
異
変
が
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
と
不
安
に
思
う
気
持
ち
を
か
き
消
す
よ
う
な
、
大
好
き
で
信
頼
で
き
る
兄

が
普
段
通
り
の
様
子
で
無
事
に
帰
っ
て
来
て
、
自
分
と
楽
し
く
会
話
す
る
姿
の
想

像
。
（
95
字
） 

傾
向
と
対
策

出

典

所
要
時
間

難

易

度

本
文
の
内
容
、
表
現
と
も
に
比
較
的
易
し
い
レ
ベ
ル
だ
っ
た
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
主
人
公
の
年
齢
が
受
験
生
に
近
く
、
そ
の
分
感
情
移
入

し
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
読
解
を
進
め
ら
れ
た

だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
各
設
問
の
レ
ベ
ル
は
標
準
的
だ
と
思
わ
れ
る
が
、

小
説
の
問
題
特
有
の
「
ク
セ
」
が
感
じ
ら
れ
る
問
題
が
多
く
、
評
論
文

 

 

佐
藤
泰
志
『
海
炭
市
叙
景
』
か
ら
の
出
題
。
佐
藤
泰
志
は
北
海
道
函

館
市
出
身
の
作
家
。
芥
川
賞
候
補
に
五
度
選
ば
れ
た
も
の
の
、
受
賞
を

果
た
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
代
表
的
な
著
作
に
、『
き
み
の
鳥
は
う
た

え
る
』
『
そ
こ
の
み
に
て
光
輝
く
』
な
ど
が
あ
る
。 

こ
の
『
海
炭
市
叙
景
』
は
、「
海
炭
市
」
と
い
う
架
空
の
街
に
住
む

人
々
を
描
い
た
短
編
小
説
集
。
著
者
の
出
身
で
あ
る
函
館
市
が
「
海
炭

市
」
の
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
海
炭
市
叙

景
』
は
、
全
部
で
三
十
六
篇
の
短
編
か
ら
な
る
作
品
と
な
る
構
想
で
あ

っ
た
が
、
十
八
編
執
筆
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
作
者
が
自
ら
命
を
絶
ち
、
そ

の
構
想
は
実
現
さ
れ
な
い
ま
ま
終
わ
っ
た
。
本
問
は
、
そ
の
最
初
の
短

編
で
あ
る
「
ま
だ
若
い
廃
墟
」
の
一
部
か
ら
出
題
さ
れ
た
。 

35
分 

★
★
★
☆
☆ 

傾
向
と
対
策

の
対
策
を
し
た
だ
け
で
は
完
全
な
解
答
を
書
く
の
は
難
し
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
。 

問
一
で
は
、
小
説
の
具
体
的
な
情
景
描
写
を
簡
潔
に
ま
と
め
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
た
。
問
二
で
は
、
直
感
的
に
わ
か
る
よ
う
な
内
容
を
、

本
文
に
も
と
づ
い
て
客
観
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
問

三
で
は
、「
わ
た
し
」
が
な
ぜ
傍
線
部
の
よ
う
な
考
え
方
に
至
っ
た
の

か
、
本
文
全
体
を
踏
ま
え
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
問
四

は
、
本
文
中
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
本
文
を
踏
ま
え
れ
ば
推
測
で

き
る
範
囲
で
解
答
を
書
か
ね
ば
な
ら
ず
、
繊
細
さ
が
要
求
さ
れ
た
。 

小
説
の
問
題
は
「
本
文
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
し
か
解
答
に
使
っ

て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
大
原
則
を
外
れ
る
こ
と
が
多
々
あ
る
。
阪
大

の
第
二
問
で
は
小
説
が
出
題
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
の
ほ
と
ん

ど
が
記
述
問
題
で
、
慣
れ
な
い
う
ち
は
「
さ
じ
加
減
」
に
苦
労
す
る
と

思
わ
れ
る
。
対
策
と
し
て
、
セ
ン
タ
ー
試
験
の
小
説
問
題
を
記
述
の
練

習
問
題
と
し
て
使
う
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
登
場
人
物
の
心
情

に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
内
容
を
ど
の
程
度
ま
で
本
文
か
ら
「
読
み
取

っ
て
」
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
普
段
か
ら
努
力
す
る
こ

と
で
、
自
分
で
解
答
を
書
く
と
き
の
コ
ツ
が
つ
か
め
る
だ
ろ
う
。 

解
答 
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問
二 

兄
は
予
想
以
上
に
下
山
に
時
間
が
か
か
っ
て
お
り
、
自
分
を
不
安
か
ら
守
る
た
め

兄
の
言
葉
を
信
じ
続
け
る
の
は
問
題
の
先
送
り
に
す
ぎ
ず
、
一
刻
も
早
く
兄
を
探

し
出
す
た
め
の
行
動
を
起
こ
す
べ
き
だ
と
理
性
的
に
は
理
解
し
て
い
る
の
に
、
奇

妙
に
も
自
分
の
心
は
兄
を
待
ち
続
け
る
こ
と
を
選
ん
で
い
る
か
ら
。
（
119
字
） 

問
三 

夜
景
を
見
る
と
い
う
観
光
目
的
で
自
分
た
ち
の
街
に
来
る
人
は
夜
景
を
作
り
出

す
街
の
住
人
の
生
活
に
は
無
関
心
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
将
来
性
の
な
い
街
で
厳
し

い
家
庭
環
境
の
中
生
き
抜
く
と
い
う
経
験
を
通
し
て
、
境
遇
が
異
な
る
人
は
異
な

る
見
方
を
す
る
も
の
だ
と
身
に
染
み
て
思
っ
て
い
る
か
ら
。
（
115
字
） 

問
四 

初
日
の
出
を
見
に
行
く
ま
で
の
幸
せ
な
時
間
を
振
り
返
る
と
、
苦
し
い
生
活
を
兄

と
と
も
に
生
き
抜
い
て
き
た
二
十
一
年
間
と
、
か
け
が
え
の
な
い
兄
を
失
う
か
も

し
れ
な
い
不
安
に
満
ち
た
下
山
後
の
六
時
間
は
不
連
続
で
ま
っ
た
く
異
な
る
時

間
に
思
え
る
か
ら
。
（
100
字
） 

  

  

Ⅰ 

「
兄
」
の
下
山
を
待
つ
「
わ
た
し
」（
第
１
～
第
６
段
落
） 

「
わ
た
し
」
は
、「
ま
る
で
そ
れ
が
、
わ
た
し
の
人
生
の
唯
一
の
目
的
の
よ
う
に
」
「
た

だ
ひ
た
す
ら
兄
の
下
山
を
待
ち
続
け
た
」
。「
わ
た
し
の
知
っ
て
い
る
兄
」
が
い
つ
も
通
り

の
様
子
で
帰
っ
て
き
て
、「
雪
ま
み
れ
」
で
「
こ
ご
え
」
な
が
ら
も
、「
あ
の
明
る
い
笑
顔

が
ひ
ょ
っ
こ
り
あ
ら
わ
れ
る
」
、
そ
ん
な
兄
の
姿
が
「
わ
た
し
」
の
「
眼
に
浮
か
」
ん
だ
。

「
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
の
売
店
の
少
女
」
と
「
チ
ケ
ッ
ト
売
り
場
の
中
年
の
顔
色
の
悪
い
女
」

は
、「
わ
た
し
」
に
「
薄
気
味
悪
い
動
物
で
も
見
る
よ
う
に
、
時
々
、
そ
わ
そ
わ
し
た
視

線
を
向
け
」
て
い
る
。
「
待
合
室
が
に
ぎ
わ
っ
た
の
は
、
夜
明
け
前
と
昼
す
ぎ
の
下
り
の

ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
の
到
着
ま
で
」
で
、「
わ
た
し
た
ち
と
共
に
、
初
日
の
出
を
眺
め
る
た
め

に
、
海
峡
に
突
き
で
た
、
た
っ
た
三
百
八
十
九
メ
ー
ト
ル
の
山
に
登
っ
た
人
々
は
、
も
う

す
べ
て
家
へ
帰
っ
て
し
ま
」
い
、
「
今
頃
は
あ
ら
た
め
て
、
温
か
い
部
屋
で
新
年
を
祝
っ

て
い
る
」
と
思
わ
れ
る
が
、「
わ
た
し
」
は
「
う
ら
や
ん
で
は
」
お
ら
ず
、
彼
ら
が
「
わ

た
し
た
ち
と
は
違
う
と
い
う
だ
け
」
だ
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
日
は
「
元
旦
」
で
あ
り
、

「
わ
た
し
だ
け
が
、
う
す
ら
寒
い
ベ
ン
チ
に
坐
っ
て
い
る
の
は
」「
さ
ぞ
異
様
に
思
え
た
に

違
い
な
い
」
が
、
「
わ
た
し
」
に
と
っ
て
は
「
そ
ん
な
こ
と
も
ど
う
で
も
い
い
こ
と
」
な

の
で
あ
っ
た
。「
わ
た
し
」
は
こ
れ
ま
で
の
「
二
十
一
年
間
」
の
人
生
で
、「
他
人
が
見
れ

ば
、
た
と
え
な
ん
で
あ
れ
、
ど
ん
な
ふ
う
に
で
も
見
え
る
も
の
だ
」
と
い
う
こ
と
を
「
た

っ
ぷ
り
と
学
ん
だ
」。
む
し
ろ
、「
わ
た
し
は
自
分
の
心
に
あ
き
れ
て
い
た
」。「
俺
は
歩
い

て
下
山
す
る
、
子
供
の
時
か
ら
歩
き
な
れ
た
山
だ
、
一
時
間
か
そ
こ
ら
あ
れ
ば
会
え
る
」

と
「
自
信
に
満
ち
た
声
で
兄
は
い
っ
た
」
が
、「
そ
れ
か
ら
何
時
間
か
た
っ
て
、
も
し
か

し
た
ら
、
と
ん
で
も
な
い
異
変
が
起
き
た
の
で
は
な
い
か
と
気
づ
い
た
の
に
、
ま
だ
わ
た

し
は
待
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。 

 

Ⅱ 

山
に
初
日
の
出
を
見
に
行
く
に
至
っ
た
経
緯
（
第
７
～
第
17
段
落
） 

「
初
日
の
出
を
見
に
山
へ
行
こ
う
、
と
最
初
に
い
い
だ
し
た
の
は
兄
だ
っ
た
」
。
「
い
い

わ
ね
、
と
わ
た
し
は
本
心
で
答
え
た
」。「
す
ぐ
ふ
た
り
で
、
六
畳
ひ
と
間
の
ア
パ
ー
ト
の

部
屋
中
を
捜
し
て
、
あ
り
っ
た
け
の
お
金
を
集
め
た
」。「
全
部
で
二
千
六
百
円
ほ
ど
あ
っ
」

て
、「
そ
れ
を
畳
の
上
に
一
ヶ
所
に
ま
と
め
、
ま
た
わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
を
眺
め
て
笑
い

あ
っ
た
」
。「
兄
は
、
こ
れ
ほ
ど
金
が
な
い
と
む
し
ろ
せ
い
せ
い
す
る
な
、
と
陽
気
に
い
っ

た
」
。 

「
夏
の
観
光
シ
ー
ズ
ン
に
は
、
他
の
土
地
か
ら
た
く
さ
ん
の
人
た
ち
が
夜
景
を
見
る
目

的
で
あ
わ
た
だ
し
く
や
っ
て
来
る
」
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
、「
人
口
三
十
五
万
の
こ
の
街

に
住
ん
で
い
る
人
々
は
、
そ
の
夜
景
の
無
数
の
光
の
ひ
と
つ
で
し
か
な
」
く
、「
光
が
ひ

と
つ
消
え
る
こ
と
や
、
ひ
と
つ
増
え
る
こ
と
」
、
す
な
わ
ち
街
の
人
々
の
生
活
の
機
微
は

本
文
解
説 

段
落
解
説 
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「
ど
う
で
も
い
い
こ
と
に
違
い
な
い
」
が
、「
そ
れ
を
咎
め
る
こ
と
は
誰
に
も
で
き
な
い
」

と
「
わ
た
し
」
は
考
え
て
い
る
。
「
去
年
の
春
、
兄
の
勤
め
て
い
た
小
さ
な
炭
鉱
は
閉
山

し
」
、「
組
合
は
会
社
の
一
方
的
な
閉
山
宣
言
に
反
撥
し
」
た
が
、
「
二
ヶ
月
も
す
る
と
誰

も
が
見
切
り
を
つ
け
て
し
ま
」
い
、「
人
々
に
残
っ
た
の
は
、
濃
い
疲
労
と
沈
黙
、
わ
ず

か
な
退
職
金
だ
け
」
で
、「
か
わ
り
に
職
安
に
人
が
あ
ふ
れ
た
」
。
「
元
々
、
海
と
炭
鉱
」

と
「
造
船
所
と
国
鉄
」
し
か
な
い
街
で
、「
そ
の
ど
れ
も
が
、
将
来
性
を
失
っ
て
い
る
の

は
子
供
で
も
知
っ
て
い
た
」。「
父
も
鉱
夫
で
、
さ
さ
い
な
事
故
の
た
め
に
死
ん
だ
」。「
母

は
わ
た
し
た
ち
が
幼
か
っ
た
頃
、
家
を
出
て
し
ま
っ
た
」。
「
父
」
が
亡
く
な
っ
て
、「
兄

は
高
校
を
中
退
せ
ざ
る
を
得
」
ず
、「
父
の
か
わ
り
に
見
習
い
鉱
夫
に
採
用
さ
れ
、
兄
妹

ふ
た
り
だ
け
の
生
活
が
は
じ
ま
っ
た
」
の
だ
っ
た
。「
兄
は
た
く
ま
し
く
、
健
康
だ
っ
た
」
。

「
わ
た
し
に
は
眩
し
く
見
え
る
ほ
ど
だ
っ
た
」。
ア
パ
ー
ト
か
ら
「
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
の
発
着

所
ま
で
か
な
り
の
距
離
だ
っ
た
が
苦
に
は
な
ら
」
ず
、
「
わ
た
し
は
は
し
ゃ
ぎ
な
が
ら
兄

の
腕
に
す
が
る
よ
う
に
し
て
歩
い
た
」
。
「
そ
ん
な
わ
た
し
に
、
兄
は
し
き
り
に
照
れ
」
、

「
そ
れ
が
ま
た
、
わ
た
し
を
快
活
に
し
た
」
。
「
兄
の
力
強
い
心
臓
の
鼓
動
が
、
夜
明
け
前

の
雪
道
で
聞
こ
え
そ
う
な
気
が
し
、
幸
福
だ
っ
た
」。「
途
中
で
、
タ
ク
シ
ー
が
一
台
と
ま

っ
」
て
、「
ふ
も
と
ま
で
乗
っ
て
行
か
な
い
か
、
奥
さ
ん
の
こ
と
も
す
こ
し
は
考
え
ろ
、

と
運
転
手
は
い
っ
た
」。「
わ
た
し
」
は
「
思
わ
ず
吹
き
だ
し
そ
う
に
な
っ
た
」
が
、「
兄
」

は
「
真
面
目
く
さ
っ
て
、
女
房
は
車
に
酔
う
の
だ
、
と
答
え
た
」
。「
仕
方
が
な
い
な
、
と

い
っ
た
ふ
う
に
運
転
手
は
首
を
振
り
、
奥
さ
ん
、
気
を
つ
け
て
行
き
な
さ
い
、
と
大
声
を

だ
し
」
、「
と
う
と
う
こ
ら
え
き
れ
ず
に
わ
た
し
は
吹
き
だ
し
て
し
ま
っ
た
」
が
、
「
あ
り

が
と
う
、
と
兄
は
運
転
手
に
張
り
の
あ
る
声
を
だ
し
」
、「
別
に
礼
を
い
わ
れ
る
す
じ
は
な

い
、
と
そ
の
運
転
手
は
い
っ
た
」
。「
タ
ク
シ
ー
が
繁
華
街
の
ほ
う
に
姿
を
消
し
て
か
ら
も
、

わ
た
し
の
笑
い
は
お
さ
ま
ら
な
か
っ
た
」
。「
二
十
一
回
の
わ
た
し
の
正
月
の
う
ち
で
、
一

番
い
い
正
月
だ
と
思
っ
た
」
。 

 

Ⅲ 

「
兄
」
が
下
山
し
て
こ
な
い
と
い
う
現
実
に
つ
い
て
再
び
考
え
る
「
わ
た
し
」（
第
18
・

第
19
段
落
） 

「
わ
た
し
」
は
、
兄
を
待
ち
続
け
て
い
る
今
で
も
、
今
ま
で
で
「
一
番
い
い
正
月
だ
」

と
思
っ
て
い
る
。
「
あ
と
五
分
で
、
六
時
間
、
わ
た
し
は
ベ
ン
チ
に
坐
っ
て
い
た
こ
と
に

な
る
」。「
二
十
一
年
間
と
六
時
間
」。「
わ
た
し
は
そ
の
ふ
た
つ
の
時
間
を
考
え
た
り
す
る
」。

「
売
店
の
少
女
が
、
切
符
売
り
の
女
の
所
へ
行
っ
て
、
何
か
小
声
で
話
し
て
」
、「
そ
れ
か

ら
ふ
た
り
で
、
わ
た
し
を
じ
ろ
じ
ろ
見
た
」。
そ
う
や
っ
て
見
ら
れ
る
の
は
「
何
度
目
だ

ろ
う
」
と
「
わ
た
し
」
は
考
え
た
。
「
そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
わ
た
し
は
こ
う
し
て
、
手

を
こ
ま
ね
い
て
待
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
」
と
自
問
し
、「
わ
た
し
」
は
「
あ
と
五
分
」
、「
そ

れ
だ
け
待
と
う
」
と
決
意
し
た
。 

 

 

 

下
山
し
て
こ
な
い
兄
を
待
つ
「
わ
た
し
」
は
、
異
変
に
気
づ
い
て
い
る
の
に
六
時
間
も

た
だ
座
っ
て
待
ち
続
け
て
い
る
自
分
の
奇
妙
さ
に
あ
き
れ
な
が
ら
も
、
兄
と
と
も
に
過
ご

し
て
き
た
二
十
一
年
間
の
人
生
を
振
り
返
り
、
あ
と
五
分
だ
け
待
と
う
と
決
心
し
た
。 

（
100
字
） 

 

 

―
出
典
：
『
広
辞
苑 

第
六
版
』
（
岩
波
書
店
） 

 

胡
散
臭
い 

ど
こ
と
な
く
疑
わ
し
い
。
何
と
な
く
怪
し
い
。 

中
傷 

無
実
の
こ
と
を
言
っ
て
他
人
の
名
誉
を
傷
つ
け
る
こ
と
。 

い
び
つ 
（
イ
イ
ビ
ツ
（
飯
櫃
）
の
約
。
多
く
、
楕
円
形
で
あ
る
こ
と
か
ら
）
形
が
整
わ

ず
ゆ
が
ん
で
い
る
さ
ま
。
心
が
ね
じ
け
て
い
る
さ
ま
。 

快
活 

は
き
は
き
と
し
て
元
気
の
あ
る
こ
と
。
明
る
く
さ
っ
ぱ
り
し
て
勢
い
の
よ
い
こ
と
。 

 

百
字
要
旨 

用
語
解
説 
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問
一 

解
答 
下
山
に
時
間
が
か
か
り
過
ぎ
て
い
る
兄
の
身
に
、
何
か
異
変
が
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
と
不
安
に
思
う
気
持
ち
を
か
き
消
す
よ
う
な
、
大
好
き
で
信
頼
で
き
る
兄

が
普
段
通
り
の
様
子
で
無
事
に
帰
っ
て
来
て
、
自
分
と
楽
し
く
会
話
す
る
姿
の
想

像
。
（
95
字
） 

難
易
度 

★
★
☆
☆
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

要
約
型
＋
一
般
化
型 

解
答
範
囲 

Ⅰ
（
第
１
～
第
６
段
落
） 

 

「
あ
れ
こ
れ
想
像
す
る
」
内
容
は
、
第
２
段
落
に
書
か
れ
て
い
る
。
第
２
段
落
５
～
９

文
目
、
「
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
の
正
面
玄
関
の
ガ
ラ
ス
戸
に
、
雪
ま
み
れ
の
兄
の
こ
ご
え
た
～

そ
れ
が
私
の
知
っ
て
い
る
兄
だ
」
の
部
分
に
注
目
し
よ
う
。
こ
の
部
分
か
ら
、
無
事
に
下

山
し
た
「
兄
」
が
こ
ご
え
な
が
ら
も
笑
顔
で
「
わ
た
し
」
の
も
と
に
帰
っ
て
き
て
、
い
つ

も
の
よ
う
に
二
人
で
楽
し
く
会
話
す
る
様
子
を
想
像
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。 

こ
こ
で
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
は
、
「
そ
れ
が
わ
た
し
の
知
っ
て
い
る
兄
だ
」
の
部
分
で

あ
る
。
第
６
段
落
２
文
目
か
ら
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
兄
」
は
、「
歩
い
て
下
山
す

る
」
こ
と
を
決
め
「
一
時
間
か
そ
こ
ら
あ
れ
ば
会
え
る
」
と
「
自
信
に
満
ち
た
声
で
」
言

っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
時
間
も
帰
っ
て
こ
な
い
。
「
わ
た
し
」
は
「
も
し
か
し

た
ら
、
と
ん
で
も
な
い
異
変
が
起
き
た
の
で
は
な
い
か
と
気
づ
い
た
」
の
で
あ
っ
た
。
当

然
、「
わ
た
し
」
は
「
兄
」
の
こ
と
を
心
配
し
、
不
安
に
襲
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、「
そ
れ
が
わ
た
し
の
知
っ
て
い
る
兄
だ
」
と
自
分
が
よ
く
見

知
っ
た
普
段
通
り
の
「
兄
」
の
無
事
な
姿
、
自
分
と
い
つ
も
の
よ
う
に
楽
し
く
お
喋
り
す

る
様
子
を
想
像
す
る
こ
と
で
、
そ
の
不
安
を
振
り
払
お
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
第
２
段
落
４
文
目
に
、「
ま
だ
希
望
を
持
っ
て
い
た
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、「
わ
た

し
」
に
と
っ
て
こ
の
「
想
像
」
は
、
不
安
を
払
拭
す
る
よ
う
な
「
希
望
」
で
あ
っ
た
と
い

え
る
だ
ろ
う
。 

こ
こ
で
「
わ
た
し
」
と
「
兄
」
の
関
係
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
掘
り
下
げ
て
み
よ
う
。

「
わ
た
し
」
は
、「
父
」
が
「
さ
さ
い
な
事
故
の
た
め
に
死
ん
だ
」
後
、
「
兄
弟
ふ
た
り
だ

け
の
生
活
」
を
長
い
間
送
っ
て
い
た
（
第
12
段
落
）
。
そ
し
て
、
第
13
・
第
14
段
落
に

「
兄
は
た
く
ま
し
く
、
健
康
だ
っ
た
。
わ
た
し
に
は
眩
し
く
見
え
る
ほ
ど
だ
っ
た
」
、「
わ

た
し
は
は
し
ゃ
ぎ
な
が
ら
兄
の
腕
に
す
が
る
よ
う
に
し
て
歩
い
た
」
、「
わ
た
し
は
ま
す
ま

す
腕
を
絡
ま
せ
、
身
体
を
ぴ
っ
た
り
寄
せ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
わ
た
し
」
は
「
兄
」

の
こ
と
が
大
好
き
で
、
大
き
な
信
頼
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
わ

た
し
の
知
っ
て
い
る
」
、
普
段
通
り
の
姿
で
目
の
前
に
あ
ら
わ
れ
て
く
れ
る
は
ず
だ
と
信

じ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。 

し
た
が
っ
て
、
解
答
は
、「
下
山
に
時
間
が
か
か
り
過
ぎ
て
い
る
兄
の
身
に
、
何
か
異

変
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
不
安
に
思
う
気
持
ち
を
か
き
消
す
よ
う
な
、
大
好
き
で

信
頼
で
き
る
兄
が
普
段
通
り
の
様
子
で
無
事
に
帰
っ
て
来
て
、
自
分
と
楽
し
く
会
話
す
る

姿
の
想
像
。
」
と
な
る
。 

 《
解
答
要
素
》 

① 

「
兄
は
下
山
に
時
間
が
か
か
り
過
ぎ
て
い
る
」 

② 

「（
①
な
の
で
）
兄
の
身
に
何
か
異
変
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
気
づ
い
た
」 

③ 

「
大
好
き
で
信
頼
で
き
る
兄
」 

④ 
「（
③
が
）
普
段
通
り
の
様
子
で
無
事
に
帰
っ
て
来
る
姿
を
想
像
す
る
」 

⑤ 

「（
③
が
）
自
分
と
楽
し
く
会
話
す
る
姿
を
想
像
す
る
」 

⑥ 

「
（
④
・
⑤
は
②
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
）
不
安
を
打
ち
消
す
よ
う
な
想
像
で
あ 

 
 

 
 

る
」 

※
解
答
は
、
「
～
④
・
⑤
の
（
よ
う
な
）
想
像
。
」
と
締
め
く
く
る
こ
と
。 

設
問
解
説 

解
説 



2016 年度 ⼤阪⼤学 前期 国語(⽂学部) □Ⅱ  

 

©Foresight Inc. 
本サービス・コンテンツの知的財産権その他一切の権利は 

株式会社フォーサイトに帰属し，無断転載・引用を禁止します。 5 

《
参
照
箇
所
》 

① 
第
６
段
落
２
・
４
文
目 

② 
第
６
段
落
４
文
目 

③ 

第
13
段
落
１
・
２
文
目
、
第
14
段
落
４
・
７
文
目 

④ 

第
２
段
落
５
・
９
文
目 

⑤ 

第
２
段
落
６
～
８
文
目 

⑥ 

第
２
段
落
４
文
目 

 

問
二 

解
答 

兄
は
予
想
以
上
に
下
山
に
時
間
が
か
か
っ
て
お
り
、
自
分
を
不
安
か
ら
守
る
た
め

兄
の
言
葉
を
信
じ
続
け
る
の
は
問
題
の
先
送
り
に
す
ぎ
ず
、
一
刻
も
早
く
兄
を
探

し
出
す
た
め
の
行
動
を
起
こ
す
べ
き
だ
と
理
性
的
に
は
理
解
し
て
い
る
の
に
、
奇

妙
に
も
自
分
の
心
は
兄
を
待
ち
続
け
る
こ
と
を
選
ん
で
い
る
か
ら
。
（
119
字
） 

難
易
度 

★
★
★
☆
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

要
約
型
＋
一
般
化
型 

解
答
範
囲 

Ⅰ
（
第
１
～
第
６
段
落
、
特
に
第
６
段
落
） 

 
 

ま
ず
は
、「
自
分
の
心
」
の
内
容
を
把
握
す
る
た
め
に
、
傍
線
部
直
後
の
第
６
段
落
２

～
７
文
目
に
注
目
し
よ
う
。
「
兄
」
は
明
ら
か
に
下
山
に
時
間
が
か
か
り
過
ぎ
て
い
て
、

「
わ
た
し
」
は
「
と
ん
で
も
な
い
異
変
が
起
き
た
の
で
は
な
い
か
と
気
づ
い
た
」
が
、
そ

れ
で
も
「
兄
」
の
こ
と
を
「
待
っ
て
い
る
」
と
い
う
「
奇
妙
」
で
「
異
様
」
な
「
心
」
と

い
う
の
が
「
自
分
の
心
」
の
内
容
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
「
わ
た
し
」
が
こ
の
「
自
分
の
心
」
に
「
あ
き
れ
て
い
た
」
の
か
を

考
え
て
い
こ
う
。「
と
ん
で
も
な
い
異
変
が
起
き
た
の
で
は
な
い
か
と
気
づ
い
た
」
の
に
、

そ
れ
で
も
「
兄
」
の
こ
と
を
た
だ
「
待
っ
て
い
る
」
と
い
う
の
は
、
一
般
的
に
不
合
理
な

行
動
だ
と
い
え
る
。
い
つ
ま
で
も
帰
っ
て
こ
な
い
「
兄
」
を
探
し
出
す
た
め
に
、
一
刻
も

早
く
何
ら
か
の
行
動
を
起
こ
す
べ
き
だ
ろ
う
。 

だ
が
、
実
際
に
行
動
を
起
こ
し
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
は
、「
兄
」
の
身
に
何
か
不
穏
な

出
来
事
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
「
兄
」
の
帰
り
が
遅
い
こ
と
へ
の
不

安
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
、
た
だ
「
兄
」
の
「
子
供
の
時
か
ら
歩
き
な
れ
た
山
だ
」
と
い

う
「
自
信
に
満
ち
た
」
言
葉
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
、
す
が
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
こ
れ
は
問
題
の
先
送
り
に
す
ぎ
な
い
。 

待
ち
続
け
て
い
る
「
自
分
の
心
」
を
「
奇
妙
」
だ
と
い
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、「
わ

た
し
」
は
理
性
的
に
は
こ
れ
ら
の
こ
と
を
き
ち
ん
と
理
解
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
の
「
奇
妙
な
心
」
は
兄
を
待
ち
続
け
る
こ
と
を
選
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

「
わ
た
し
」
は
不
合
理
な
行
動
を
選
び
続
け
る
「
自
分
の
心
」
に
あ
き
れ
て
い
る
の
だ
と

考
え
ら
れ
る
。 

解
答
は
、「
兄
は
予
想
以
上
に
下
山
に
時
間
が
か
か
っ
て
お
り
、
自
分
を
不
安
か
ら
守

る
た
め
兄
の
言
葉
を
信
じ
続
け
る
の
は
問
題
の
先
送
り
に
す
ぎ
ず
、
一
刻
も
早
く
兄
を
探

し
出
す
た
め
の
行
動
を
起
こ
す
べ
き
だ
と
理
性
的
に
は
理
解
し
て
い
る
の
に
、
奇
妙
に
も

自
分
の
心
は
兄
を
待
ち
続
け
る
こ
と
を
選
ん
で
い
る
か
ら
。
」
と
な
る
。 

 《
解
答
要
素
》 

① 

「
兄
は
予
想
以
上
に
下
山
に
時
間
が
か
か
っ
て
い
る
」 

② 

「
兄
の
言
葉
を
信
じ
続
け
る
の
は
問
題
の
先
送
り
に
す
ぎ
な
い
」 

③ 
「（
②
の
よ
う
に
た
だ
信
じ
続
け
る
の
は
）
自
分
を
不
安
か
ら
守
る
た
め
」 

④ 

「
一
刻
も
早
く
兄
を
探
し
出
す
た
め
の
行
動
を
起
こ
す
べ
き
で
あ
る
」 

⑤ 

「（
②
③
④
の
よ
う
な
こ
と
は
）
「
わ
た
し
」
も
理
性
的
に
は
理
解
し
て
い
る
」 

⑥ 

「（
⑤
に
も
か
か
わ
ら
ず
）「
自
分
の
心
」
は
奇
妙
に
も
兄
を
待
ち
続
け
る
こ
と
を
選

ん
で
い
る
」 

解
説 
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※
解
答
は
、
「
～
⑥
か
ら
。
」
と
締
め
く
く
る
こ
と
。 

《
参
照
箇
所
》 

① 
第
６
段
落
３
・
４
文
目 

② 

第
６
段
落
４
・
５
文
目 

④ 

第
６
段
落
４
～
６
文
目 

⑤ 

第
６
段
落
５
・
６
文
目 

⑥ 

第
６
段
落
４
文
目 

 

問
三 

解
答 

夜
景
を
見
る
と
い
う
観
光
目
的
で
自
分
た
ち
の
街
に
来
る
人
は
夜
景
を
作
り
出

す
街
の
住
人
の
生
活
に
は
無
関
心
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
将
来
性
の
な
い
街
で
厳
し

い
家
庭
環
境
の
中
生
き
抜
く
と
い
う
経
験
を
通
し
て
、
境
遇
が
異
な
る
人
は
異
な

る
見
方
を
す
る
も
の
だ
と
身
に
染
み
て
思
っ
て
い
る
か
ら
。
（
115
字
） 

難
易
度 

★
★
★
★
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

要
約
型
＋
一
般
化
型 

解
答
範
囲 

 

Ⅰ
・
Ⅱ
（
第
１
～
17
段
落
） 

 

傍
線
部
中
の
「
そ
れ
」
は
、
傍
線
部
直
前
の
「
光
が
ひ
と
つ
消
え
る
こ
と
や
、
ひ
と
つ

増
え
る
こ
と
は
、
こ
こ
を
訪
れ
る
人
に
と
っ
て
、
ど
う
で
も
い
い
こ
と
に
違
い
な
い
」
の

部
分
を
指
し
て
い
る
。
傍
線
部
を
含
む
段
落
で
は
、「
夏
の
観
光
シ
ー
ズ
ン
に
は
、
他
の

土
地
か
ら
た
く
さ
ん
の
人
た
ち
が
夜
景
を
見
る
目
的
で
」
や
っ
て
来
る
こ
と
が
説
明
さ
れ

て
い
る
。
一
方
、
そ
の
「
夜
景
」
を
作
り
上
げ
て
い
る
の
は
、「
こ
の
街
に
住
ん
で
い
る

人
々
」
で
あ
り
、
「
こ
の
街
」
で
暮
ら
す
人
た
ち
が
明
か
り
を
灯
す
こ
と
で
「
夜
景
」
は

生
ま
れ
る
。
だ
が
、「
他
の
土
地
」
か
ら
や
っ
て
来
る
人
た
ち
に
と
っ
て
、「
こ
の
街
に
住

ん
で
い
る
人
々
は
、
そ
の
夜
景
の
無
数
の
光
の
ひ
と
つ
で
し
か
な
い
」
、
つ
ま
り
、
町
の

人
々
に
は
無
関
心
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
無
関
心
に
対
し
て
、
冷
淡
な
印
象
を
持
つ

人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
わ
た
し
」
は
「
そ
れ
を
咎
め
る
こ
と
は
誰
に
も
で
き
な

い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
理
由
を
考
え
て
い
こ
う
。 

第
４
段
落
「
わ
た
し
た
ち
と
共
に
～
山
に
登
っ
た
人
々
は
、
も
う
す
べ
て
家
へ
帰
っ
て

し
ま
っ
た
。
今
頃
は
あ
ら
た
め
て
、
温
か
い
部
屋
で
新
年
を
祝
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
う
ら

や
ん
で
は
い
な
い
。
わ
た
し
た
ち
と
は
違
う
と
い
う
だ
け
だ
」
、
第
５
段
落
「
確
か
に
わ

た
し
だ
け
が
、
う
す
ら
寒
い
ベ
ン
チ
に
坐
っ
て
い
る
の
は
～
さ
ぞ
異
様
に
思
え
た
に
違
い

な
い
。
な
に
し
ろ
元
旦
な
の
だ
。
で
も
、
そ
ん
な
こ
と
も
ど
う
で
も
い
い
こ
と
だ
。
他
人

が
見
れ
ば
、
た
と
え
な
ん
で
あ
れ
、
ど
ん
な
ふ
う
に
で
も
見
え
る
も
の
だ
。
二
十
一
年
間

で
そ
ん
な
こ
と
は
も
う
、
た
っ
ぷ
り
と
学
ん
だ
」
の
部
分
に
注
目
し
た
い
。
こ
こ
で
、「
わ

た
し
」
は
、
境
遇
が
異
な
る
人
に
感
じ
て
い
る
隔
絶
を
表
明
し
、
境
遇
が
異
な
り
当
事
者

の
事
情
も
知
ら
な
い
「
他
人
」
は
、
人
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
見
方
を
す
る
も
の
だ
と
い
う
考

え
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
二
十
一
年
間
で
そ
ん
な
こ
と
は
も
う
、
た
っ
ぷ
り
と
学

ん
だ
」
の
だ
と
い
う
。
こ
の
「
二
十
一
年
間
」
と
は
、
「
わ
た
し
」
の
こ
れ
ま
で
の
人
生

の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
で
は
、
そ
の
「
二
十
一
年
間
」
の
「
わ
た
し
」
の
人

生
は
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

「
わ
た
し
」
が
生
ま
れ
育
っ
た
街
は
、「
海
と
炭
鉱
」
と
「
造
船
所
と
国
鉄
」
し
か
な
い

街
で
、
「
そ
の
ど
れ
も
が
、
将
来
性
を
失
っ
て
」
い
た
。
「
わ
た
し
」
の
父
親
は
鉱
夫
で
、

「
兄
が
高
校
生
の
時
」「
さ
さ
い
な
事
故
の
た
め
に
」
亡
く
な
り
、
母
親
は
「
わ
た
し
た
ち

が
幼
か
っ
た
頃
、
家
を
出
て
し
ま
っ
」
て
い
た
。
そ
の
た
め
、「
わ
た
し
」
は
数
年
間
「
兄

妹
ふ
た
り
だ
け
」
で
生
活
し
て
い
た
。
当
然
、
そ
の
よ
う
な
厳
し
い
家
庭
環
境
の
も
と
で

は
、
苦
労
も
少
な
く
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、「
わ
た
し
」
は
、
将
来
性
の
な

い
街
で
、
兄
と
の
二
人
暮
ら
し
と
い
う
厳
し
い
生
活
を
送
る
中
で
、
境
遇
が
異
な
る
人
は

異
な
る
も
の
の
見
方
を
す
る
も
の
だ
と
、
半
ば
諦
め
と
も
取
れ
る
よ
う
な
考
え
方
を
す
る

よ
う
に
な
っ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
わ
た
し
」
に
と
っ
て
、「
夜
景
を
見

解
説 
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る
目
的
で
」
観
光
に
や
っ
て
来
る
人
た
ち
が
そ
の
「
夜
景
」
を
作
り
出
し
て
い
る
人
々
の

暮
ら
し
に
無
関
心
で
あ
る
こ
と
は
、
境
遇
が
異
な
る
以
上
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
よ
い
と

か
悪
い
と
い
っ
た
評
価
を
す
る
こ
と
は
「
誰
に
も
で
き
な
い
」
と
考
え
て
い
る
の
だ
と
思

わ
れ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
解
答
は
、「
夜
景
を
見
る
と
い
う
観
光
目
的
で
自
分
た
ち
の
街
に
来
る

人
は
夜
景
を
作
り
出
す
街
の
住
人
の
生
活
に
は
無
関
心
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
将
来
性
の
な

い
街
で
厳
し
い
家
庭
環
境
の
中
生
き
抜
く
と
い
う
経
験
を
通
し
て
、
境
遇
が
異
な
る
人
は

異
な
る
見
方
を
す
る
も
の
だ
と
身
に
染
み
て
思
っ
て
い
る
か
ら
。
」
と
な
る
。 

 《
解
答
要
素
》 

① 

「
夜
景
を
見
る
と
い
う
観
光
目
的
で
自
分
た
ち
の
街
に
来
る
人
」 

② 

「（
①
は
）
夜
景
を
作
り
出
す
街
の
住
人
の
生
活
に
は
無
関
心
だ
と
思
わ
れ
る
」 

③ 

「
将
来
性
の
な
い
街
で
厳
し
い
家
庭
環
境
の
中
生
き
抜
い
て
き
た
」 

④ 

「
（
③
の
経
験
を
通
し
て
）
境
遇
が
異
な
る
人
は
異
な
る
見
方
を
す
る
も
の
だ
と
身

に
染
み
て
思
っ
て
い
る
」 

※
解
答
は
、
「
～
④
か
ら
。
」
と
締
め
く
く
る
こ
と
。 

《
参
照
箇
所
》 

① 

第
９
段
落
１
文
目 

② 

第
９
段
落
２
・
３
文
目 

③ 

第
11
段
落
２
文
目
、
第
12
段
落
全
体 

④ 

第
４
段
落
５
・
６
文
目
、
第
５
段
落
４
・
５
文
目 

 

問
四 

解
答 

初
日
の
出
を
見
に
行
く
ま
で
の
幸
せ
な
時
間
を
振
り
返
る
と
、
苦
し
い
生
活
を
兄

と
と
も
に
生
き
抜
い
て
き
た
二
十
一
年
間
と
、
か
け
が
え
の
な
い
兄
を
失
う
か
も

し
れ
な
い
不
安
に
満
ち
た
下
山
後
の
六
時
間
は
不
連
続
で
ま
っ
た
く
異
な
る
時

間
に
思
え
る
か
ら
。
（
100
字
） 

難
易
度 

★
★
★
☆
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

要
旨
把
握
型
＋
一
般
化
型 

解
答
範
囲 

本
文
全
体 

 

 

ま
ず
は
、「
ふ
た
つ
の
時
間
」
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
を
把
握
し
て
い
こ
う
。
傍

線
部
は
、「
わ
た
し
は
そ
の
ふ
た
つ
の
時
間
を
考
え
た
り
す
る
」
と
い
う
一
文
に
含
ま
れ

て
い
る
。
「
そ
の
」
は
直
前
の
「
二
十
一
年
間
と
六
時
間
」
を
受
け
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
ま
ず
は
こ
の
「
二
十
一
年
間
と
六
時
間
」
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
時
間
を
意
味
し

て
い
る
の
か
を
考
え
て
い
く
。 

「
六
時
間
」
の
ほ
う
が
把
握
し
や
す
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、「
六
時
間
」
の
ほ
う
か
ら
考

え
て
い
く
。
第
18
段
落
２
文
目
に
あ
る
「
あ
と
五
分
で
、
六
時
間
、
わ
た
し
は
ベ
ン
チ
に

坐
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
表
現
か
ら
、「
六
時
間
」
と
い
う
の
は
、「
兄
」
の
下

山
を
待
ち
続
け
た
時
間
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
時
間
で
、
「
わ
た
し
」
は
「
兄
」

に
何
か
不
穏
な
出
来
事
が
起
こ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
不
安
な
気
持
ち
に

な
っ
て
い
た
。 

「
二
十
一
年
間
」
は
こ
れ
と
対
比
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
５
段
落
や
第

16
段
落
と
同
様
、
こ
の
「
二
十
一
年
間
」
と
は
、「
わ
た
し
」
の
こ
れ
ま
で
の
人
生
の
こ

と
で
あ
る
。「
わ
た
し
」
が
こ
れ
ま
で
の
人
生
を
回
想
し
て
い
る
第
10
～
第
13
段
落
の
内

容
を
踏
ま
え
る
と
、
そ
の
「
二
十
一
年
間
」
は
、
将
来
性
の
な
い
街
で
、
厳
し
い
家
庭
環

境
の
中
、「
兄
」
と
と
も
に
生
き
抜
い
て
き
た
時
間
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
兄
」
の

こ
と
が
大
好
き
な
「
わ
た
し
」
は
、
か
け
が
え
の
な
い
存
在
で
あ
る
「
兄
」
と
と
も
に
過

ご
し
た
時
間
（
＝
「
二
十
一
年
間
」）
と
、
そ
の
「
兄
」
を
失
う
か
も
し
れ
な
い
不
安
と

恐
怖
で
満
ち
た
時
間
（
＝
「
六
時
間
」
）
を
対
比
し
て
、
そ
れ
ら
を
「
ふ
た
つ
の
時
間
」

解
説 
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と
呼
ん
で
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

さ
ら
に
、「
わ
た
し
」
が
こ
の
よ
う
な
考
え
を
抱
い
た
理
由
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き

た
い
。
「
初
日
の
出
を
見
に
山
へ
行
」
く
と
い
う
「
兄
」
の
ア
イ
デ
ア
を
「
わ
た
し
」
は

素
晴
ら
し
い
も
の
と
し
て
受
け
取
っ
て
お
り
、
出
発
を
決
心
し
て
か
ら
登
頂
す
る
ま
で
に

起
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
を
振
り
返
っ
た
と
き
、「
わ
た
し
」
は
「
二
十
一
回
の
わ
た

し
の
正
月
の
う
ち
で
、
一
番
い
い
正
月
だ
と
思
っ
た
」
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
わ
た
し
」

は
つ
い
先
ほ
ど
ま
で
「
一
番
い
い
正
月
」
の
最
中
に
い
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
「
わ
た

し
」
は
「
今
で
も
、
そ
う
（
＝
二
十
一
回
の
わ
た
し
の
正
月
の
う
ち
で
、
一
番
い
い
正
月

だ
と
）
思
っ
て
い
る
」。
と
こ
ろ
が
、
突
如
と
し
て
、「
わ
た
し
」
は
大
切
な
「
兄
」
を
失

う
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
、
い
わ
ば
「
ど
ん
底
」
の
状
態
に
ま
で
落
ち
て
し
ま
う
こ
と
に

な
っ
た
。
「
一
番
い
い
正
月
」
を
体
感
し
て
い
た
時
間
の
こ
と
を
思
う
と
、
連
続
し
た
時

間
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
兄
」
と
と
も
に
生
き
て
来
た
二
十
一
年
間
と
、
そ
の
「
兄
」

が
自
分
の
前
か
ら
永
遠
に
い
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
恐
怖
と
隣
り

合
わ
せ
で
過
ご
し
た
六
時
間
は
、
ま
っ
た
く
別
の
も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
た
た
め
、「
わ

た
し
」
は
「
ふ
た
つ
の
時
間
」
と
呼
ん
だ
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

解
答
は
、「
初
日
の
出
を
見
に
行
く
ま
で
の
幸
せ
な
時
間
を
振
り
返
る
と
、
苦
し
い
生

活
を
兄
と
と
も
に
生
き
抜
い
て
き
た
二
十
一
年
間
と
、
か
け
が
え
の
な
い
兄
を
失
う
か
も

し
れ
な
い
不
安
に
満
ち
た
下
山
後
の
六
時
間
は
不
連
続
で
全
く
異
な
る
時
間
に
思
え
る

か
ら
。」
と
な
る
。 

 《
解
答
要
素
》 

① 

「
初
日
の
出
を
見
に
行
く
ま
で
の
幸
せ
な
時
間
を
振
り
返
る
」 

② 

「
苦
し
い
生
活
を
兄
と
と
も
に
生
き
抜
い
て
き
た
二
十
一
年
間
」 

③ 

「
か
け
が
え
の
な
い
兄
を
失
う
か
も
し
れ
な
い
不
安
に
満
ち
た
下
山
後
の
六
時
間
」 

④ 

「（
①
を
し
た
と
き
、
②
と
③
は
）
不
連
続
で
ま
っ
た
く
異
な
る
時
間
に
思
え
る
」 

※
解
答
は
「
～
④
か
ら
。
」
と
締
め
く
く
る
こ
と
。 

《
参
照
箇
所
》 

① 

第
16
段
落
２
文
目 

② 

第
12
段
落
全
体 

③ 

第
６
段
落
４
文
目
、
第
13
段
落
１
・
２
文
目
、
第
14
段
落
４
・
７
文
目 

 

（
小
島
朋
朗
、
千
代
田
麻
理
、
正
木
僚
）  
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０
１
６
年
度 

大
阪
大
学 

前
期 

国
語 

   
 

古
文（
軍
記
物
語
） 

 《
こ
の
解
説
の
使
い
方
》 

｢

本
文
を
読
み
始
め
る
前
に
」
と
「
通
読
」
か
ら
な
る
。
古
文
の
実
力
の
あ

る
人
が
実
際
に
本
文
を
読
む
と
き
何
を
考
え
て
い
る
か
（
「
本
文
を
読
み
始

め
る
前
に
」
お
よ
び
「
通
読
」
の
◎
部
分
）
や
設
問
解
説
で
は
述
べ
ら
れ
な

か
っ
た
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
な
ど
（
「
通
読
」
の
★
部
分
）
に
つ
い
て
書
い
て

あ
る
。
ど
こ
に
注
意
し
て
本
文
を
読
め
ば
い
い
か
わ
か
ら
な
い
人
、
本
文
を

読
む
の
に
時
間
を
使
い
す
ぎ
る
人
は
、
こ
の
項
目
を
見
て
み
よ
う
。 

設
問
ご
と
の
詳
細
な
解
説
を
、
古
文
が
苦
手
な
人
に
も
思
考
の
流
れ
が
十
分

に
伝
わ
る
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。
古
文
が
苦
手
な
人
は
ま
ず
は
「
合
格
答
案
」

レ
ベ
ル
の
解
答
を
、
得
意
な
人
は
「
満
点
答
案
」
を
目
指
そ
う
。 

｢

現
代
語
訳
」
と
「
用
語
解
説
」
か
ら
な
る
。「
現
代
語
訳
」
は
基
本
的
に
受

験
生
レ
ベ
ル
の
古
文
知
識
で
作
れ
る
簡
単
な
訳
に
な
っ
て
い
る
。
ほ
か
の
項

目
を
読
み
終
え
た
あ
と
の
復
習
に
使
お
う
。 

  

 

問
一 
(ア)  
強
く 

  

(イ) 

実
に 

(ウ) 

亡
き
者
に 

問
二 

(Ａ) 
私
を
捨
て
る
の
は
い
い
と
し
て
も
、
出
家
ま
で
し
た
と
い
う
こ
と
の
恨
め

し
さ
よ
。 

傾
向
と
対
策

出

典

所
要
時
間

難

易

度

 

悲
恋
の
果
て
に
出
家
す
る
・
命
を
落
と
す
と
い
う
、
典
型
的
な
ス
ト

ー
リ
ー
展
開
で
比
較
的
読
み
や
す
い
文
章
で
は
あ
る
が
、
設
問
で
は

深
い
読
解
力
が
問
わ
れ
て
い
る
。
正
確
な
単
語
知
識
や
古
典
常
識
は

大
前
提
な
の
で
、
基
礎
部
分
で
つ
ま
ず
い
て
し
ま
っ
た
人
は
も
う
一

度
見
直
し
て
お
こ
う
。 

 

得
点
源
に
な
り
や
す
い
現
代
語
訳
問
題
も
、
文
法
知
識
を
応
用
さ

せ
た
り
、
文
脈
を
踏
ま
え
て
訳
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
り
と
一

筋
縄
で
は
い
か
な
い
。
ま
た
、
時
間
制
限
が
厳
し
い
一
方
で
、
出
家
後

の
男
女
の
や
り
取
り
だ
け
で
な
く
出
家
に
至
る
詳
細
な
背
景
か
ら
精

読
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
本
文
全
体
を
素
早
く
正
確
に
読
む
こ
と 

  

『
平へ

い

家け

物も
の

語
が
た
り

』
か
ら
の
出
題
。
鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
軍
記
物
語
。

作
者
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
未
詳
で
あ
る
。
平
家
の
栄
華
と
没
落

を
描
き
、
平
氏
の
運
命
を
無
常
観
に
よ
っ
て
説
い
て
い
る
。
文
章
は
和

漢
混
交
文
、
七
五
調
を
主
と
す
る
律
文
と
散
文
と
を
織
り
交
ぜ
た
詩

的
な
も
の
で
、
国
民
的
叙
事
詩
と
も
い
わ
れ
る
。
本
文
は
、

平
た
い
ら
の

重し
げ

盛も
り

に
仕
え
た
斎さ

い

藤と
う

時と
き

頼よ
り

と
横
笛

よ
こ
ぶ
え

の
悲
恋
を
描
い
た
章
か
ら
の
引
用
。 

20
分 

★
★
★
☆
☆ 

本
文
読
解 

設
問
解
説 

本
文
解
説 

傾
向
と
対
策

が
求
め
ら
れ
る
。 

 

大
学
受
験
で
問
わ
れ
る
要
素
が
目
白
押
し
な
の
で
、
古
文
を
読
み

慣
れ
る
だ
け
で
な
く
、
問
題
を
解
き
慣
れ
る
こ
と
で
、
得
点
力
も
培
っ

て
い
こ
う
。 

解
答 

Ⅲ 
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(Ｂ) 

障
子
の
隙
間
か
ら
の
ぞ
い
て
み
る
と
、
非
常
に
訪
ね
か
ね
て
い
る
横
笛
の

様
子
が
気
の
毒
に
思
わ
れ
て
、 

(Ｃ) 

た
と
え
一
度
は
強
い
意
志
で
謝
絶
で
き
て
も
、
ま
た
横
笛
が
慕
い
訪
ね
て

く
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
私
の
心
も
き
っ
と
揺
れ
動
い
て
し
ま
う
で
し
ょ

う
。 

問
三 

い
つ
終
わ
る
も
知
れ
な
い
短
い
人
生
の
う
ち
、
盛
り
の
二
十
余
年
の
間
に
愛
す
る

女
性
に
出
会
え
た
が
、
そ
の
女
性
と
の
交
際
が
父
の
意
向
に
反
す
る
な
ら
ば
自
分

が
世
を
捨
て
る
し
か
な
く
、
出
家
す
る
よ
い
契
機
だ
と
考
え
た
か
ら
。 

問
四 

時
頼
の
気
持
ち
は
引
き
留
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
わ
か
っ
た
の
で
、
時
頼
の
出

家
に
対
し
て
も
う
恨
む
こ
と
は
な
い
と
い
う
気
持
ち
。 

  

 

 

 

設
問
は
本
文
を
読
み
な
が
ら
解
い
て
い
け
ば
よ
さ
そ
う
。 

 

注
に
つ
い
て
は
、
人
名
が
ち
ら
ほ
ら
見
え
る
も
の
の
、
内
容
が
予
想
で
き
る
よ
う
な
も

の
は
あ
ま
り
な
さ
そ
う
。
「
善
知
識
」
と
あ
る
か
ら
、
誰
か
が
出
家
で
も
す
る
の
だ
ろ
う

か
。
該
当
箇
所
に
＊
が
つ
い
て
い
る
の
で
、
そ
の
都
度
確
認
し
な
が
ら
本
文
を
読
ん
で
い

こ
う
。 

 

 

第
１
段
落
第
１
行
～
第
２
行
「
高
野
に
年
ご
～
を
最
愛
す
。」 

◎
い
ろ
い
ろ
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
聖
」
が
主
人
公
で
「
斎
藤
滝
口
時
頼
」
と
い
う

名
前
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
の
時
頼
が
「
横
笛
」
と
い
う
女
性
を
愛
し
た
と
い
う
こ
と
を

お
さ
え
て
お
け
ば
よ
さ
そ
う
。
横
笛
は
雑
仕
、
時
頼
と
は
身
分
差
が
あ
る
ら
し
い
。 

 

第
１
段
落
第
２
行
～
第
８
行
「
父
こ
れ
を
伝
～
た
り
け
る
。」 

◎
父
の
発
言
。
読
み
づ
ら
い
。
「
あ
な
が
ち
に
い
さ
め
」
と
あ
る
か
ら
、
父
は
時
頼
と
横

笛
の
恋
愛
に
は
反
対
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
「
世
に
な
き
も
の
」
は
横
笛
の
こ
と
を
蔑

ん
だ
呼
び
方
か
。 

◎
時
頼
の
発
言
。
「
石
火
の
光
」
は
人
生
の
は
か
な
さ
を
表
し
て
い
て
、
西
王
母
と
東
方

朔
は
、
誰
し
も
が
い
つ
か
は
死
ぬ
と
い
う
こ
と
を
言
う
た
め
の
例
に
す
ぎ
な
い
。
な
ん

と
な
く
意
味
が
と
れ
た
ら
先
に
進
ん
で
し
ま
お
う
。 

★
男
女
の
仲
の
話
だ
か
ら
、
こ
こ
で
の
「
見
る
」
は
「
結
婚
す
る
」
の
意
味
。
「
命
」
は

命
令
の
「
命
」。
誤
読
し
や
す
い
の
で
注
意
が
必
要
。 

◎｢

こ
れ
善
知
識
な
り
」
よ
り
前
に
時
頼
の
出
家
の
理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
は
ず
。
父

親
に
反
対
さ
れ
て
、
横
笛
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
か
ら
、
と
い
う
の
が
ざ

っ
く
り
と
し
た
理
由
。 

 

第
１
段
落
第
８
行
～
第
10
行
「
横
笛
こ
れ
を
～
が
れ
ゆ
く
。」 

◎
出
家
時
に
剃
髪
す
る
こ
と
か
ら
、「
さ
ま
を
か
ふ
」
で
「
出
家
す
る
」
と
い
う
意
味
だ

っ
た
な
。
横
笛
は
、
何
の
知
ら
せ
も
な
く
出
家
し
た
時
頼
を
憎
ん
で
訪
ね
て
い
く
ら
し

い
。 

 

第
１
段
落
第
10
行
～
第
13
行
「
頃
は
き
さ
ら
～
無
残
な
る
。」 

◎
情
景
描
写
な
の
で
、
何
と
な
く
風
景
を
想
像
し
つ
つ
読
み
飛
ば
そ
う
。
横
笛
は
、
時
頼

が
ど
の
僧
坊
に
い
る
の
か
は
っ
き
り
と
は
わ
か
ら
な
い
ま
ま
訪
ね
て
き
た
ら
し
い
。 

 

第
１
段
落
第
13
行
～
第
17
行
「
住
み
あ
ら
し
～
へ
り
け
り
。」 

◎
場
面
を
想
像
し
な
が
ら
読
み
進
め
よ
う
。
横
笛
が
さ
ま
よ
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
時
頼

本
文
読
解 

前
書
き
の
読
解 

通
読 



2016 年度 大阪大学 前期 国語(文学部) □Ⅲ  

©Foresight Inc. 
本サービス・コンテンツの知的財産権その他一切の権利は 

株式会社フォーサイトに帰属し、無断転載・引用を禁止します。 3 

の
声
が
聞
こ
え
て
き
た
。
自
己
願
望
の
終
助
詞
「
ば
や
」
に
、
出
家
し
た
姿
で
も
も
う

一
度
会
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
表
れ
て
い
る
。 

◎
最
愛
の
女
性
が
訪
ね
て
来
た
の
だ
か
ら
、
時
頼
が
思
わ
ず
の
ぞ
き
見
て
し
ま
う
の
も
納

得
。
時
頼
は
「
人
違
い
だ
」
と
言
っ
て
横
笛
を
帰
し
て
し
ま
っ
た
が
、
横
笛
は
声
の
主

が
時
頼
だ
と
確
信
し
て
い
そ
う
だ
。 

★
古
文
の
指
示
語
は
や
や
こ
し
い
。
場
所
や
人
に
対
し
て
「
こ
れ
」
や
「
そ
れ
」
を
使
う

こ
と
も
よ
く
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
こ
れ
」
は
「
こ
こ
」
、
「
さ
る
」
は
「
そ
の
よ
う
な
」

と
訳
す
と
う
ま
く
意
味
が
取
れ
る
。 

 

第
１
段
落
第
17
行
～
第
20
行
「
滝
口
入
道
、
～
く
り
け
り
。」 

◎
時
頼
は
高
野
に
移
っ
た
ら
し
い
。
冒
頭
に
「
高
野
に
～
聖
あ
り
」
と
あ
っ
た
の
と
繋
が

り
が
見
え
た
。
横
笛
も
出
家
し
た
ら
し
い
。
時
頼
に
面
会
を
謝
絶
さ
れ
た
か
ら
か
な
。 

 

第
１
段
落
第
21
行
～
第
23
行
「
そ
る
ま
で
は
～
心
な
ら
ね
ば
」 

◎
和
歌
部
分
は
設
問
に
な
っ
て
い
る
の
で
じ
っ
く
り
と
読
も
う
。
（
→
設
問
解
説
参
照
） 

 

第
２
段
落
第
１
行
～
第
３
行
「
横
笛
は
そ
の
～
申
し
け
る
」 

◎｢

は
か
な
く
な
る
」
で
「
死
ぬ
」
と
い
う
意
味
だ
。
横
笛
は
愛
す
る
人
と
別
れ
た
悲
し

み
で
亡
く
な
っ
た
。
一
方
時
頼
は
熱
心
に
修
行
に
励
み
、
高
野
の
聖
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
身
分
の
違
う
女
性
と
の
恋
を
反
対
さ
れ
て
出
家
す
る
と
い
う
時
頼
の
不
孝

も
許
さ
れ
た
。 

    

 

問
一 

解
答 

(ア)  

強
く 

  

(イ) 

実
に 

 

(ウ) 

亡
き
者
に 

難
易
度 

★
☆
☆
☆
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

現
代
語
訳 

 

(ア) 

形
容
動
詞
「
あ
な
が
ち
な
り
」
の
連
用
形
。
程
度
の
強
さ
や
、
強
い
意
志
を
も
っ
て
行

動
す
る
様
子
を
表
す
語
で
、「
①
強
引
だ
②
一
途
だ
」
な
ど
の
意
味
が
あ
る
。
傍
線
部
は
、

「
い
さ
め
け
れ
ば
」
を
修
飾
し
て
い
る
の
で
、
時
頼
の
父
が
時
頼
を
厳
し
く
い
さ
め
る
場

面
に
適
す
る
訳
を
選
択
す
る
。 

 

(イ) 

副
詞
「
よ
に
」
は
、
程
度
の
は
な
は
だ
し
さ
を
表
現
す
る
語
で
、
「
実
に
・
本
当
に
」

な
ど
と
訳
す
。 

 (ウ) 「
は
か
な
く
な
る
」
は
、
形
容
詞
「
は
か
な
し
」
に
動
詞
「
な
る
」
が
付
い
た
連
語
で
、

「
死
ぬ
・
亡
く
な
る
」
の
意
味
。
通
常
は
こ
の
連
語
の
形
で
覚
え
て
お
け
ば
よ
い
が
、
本

問
で
は
「
は
か
な
く
」
の
部
分
に
の
み
傍
線
が
引
か
れ
て
い
る
の
で
、
解
答
は
「
亡
く
」

「
亡
き
者
に
」
な
ど
と
す
る
の
が
適
当
。 

    

設
問
解
説 

解
説 
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問
二 

解
答 

《
合
格
答
案
》 

(Ａ) 
 

私
を
捨
て
て
も
、
出
家
ま
で
し
た
と
い
う
こ
と
の
恨
め
し
さ
よ
。 

(Ｂ） 

障
子
の
隙
間
か
ら
の
ぞ
い
て
み
る
と
、
非
常
に
訪
ね
か
ね
て
い
る
横
笛
の
様

子
が
気
の
毒
に
思
わ
れ
て
、 

(Ｃ)  

た
と
え
一
度
は
心
を
強
く
持
て
て
も
、
ま
た
も
慕
う
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
心
も

き
っ
と
揺
れ
動
い
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。 

《
満
点
答
案
》 

(Ａ) 

私
を
捨
て
る
の
は
い
い
と
し
て
も
、
出
家
ま
で
し
た
と
い
う
こ
と
の
恨
め
し

さ
よ
。 

(Ｂ） 

障
子
の
隙
間
か
ら
の
ぞ
い
て
み
る
と
、
非
常
に
訪
ね
か
ね
て
い
る
横
笛
の
様

子
が
気
の
毒
に
思
わ
れ
て
、 

(Ｃ)  

た
と
え
一
度
は
強
い
意
志
で
謝
絶
で
き
て
も
、
ま
た
横
笛
が
慕
い
訪
ね
て
く

る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
私
の
心
も
き
っ
と
揺
れ
動
い
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。 

 

難
易
度 

★
★
★
★
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

現
代
語
訳 

 

(Ａ) 

ま
ず
現
代
語
訳
の
軸
と
な
る
の
が
、「
こ
そ
～
已
然
形
、」
の
形
。
こ
の
形
は
、
「
～
の

に
・
～
け
れ
ど
も
」
と
訳
す
逆
接
用
法
で
あ
る
。「
さ
ま
を
か
ふ
」
は
、「
出
家
す
る
」
と

い
う
意
味
。
出
家
す
る
際
、
剃
髪
し
て
姿
が
変
わ
る
こ
と
か
ら
こ
の
よ
う
に
表
現
し
、「
か

た
ち
か
ふ
」
「
か
し
ら
お
ろ
す
」
な
ど
も
同
様
に
「
出
家
す
る
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。

助
動
詞
「
け
ん
（
む
）
」
は
、
過
去
伝
聞
で
解
釈
。
以
上
を
ま
と
め
る
と
、「
私
を
捨
て
て

も
、
出
家
ま
で
し
た
と
い
う
こ
と
の
恨
め
し
さ
よ
」
と
い
う
よ
う
な
訳
に
な
る
だ
ろ
う
か
。 

 

し
か
し
、
こ
の
訳
で
は
逆
接
が
機
能
し
て
お
ら
ず
、
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
「
私

を
捨
て
た
こ
と
」
と
「
出
家
し
た
こ
と
」
が
対
比
関
係
に
あ
り
、
横
笛
は
「
出
家
し
た
こ

と
」
が
「
う
ら
め
し
」
い
と
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
逆
に
考
え
れ
ば
「
私
を
捨
て
た
こ

と
」
は
そ
れ
ほ
ど
「
う
ら
め
し
」
く
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ

の
逆
接
が
言
い
た
い
こ
と
を
整
理
し
て
訳
す
と
、
「
私
を
捨
て
る
の
は
い
い
と
し
て
も
、

出
家
ま
で
し
た
と
い
う
こ
と
の
恨
め
し
さ
よ
」
と
な
る
。 

 

(Ｂ) 

前
半
部
分
は
も
と
も
と
現
代
語
に
近
い
の
で
訳
し
や
す
い
。
古
文
で
「
ひ
ま
」
は
、
時

間
・
空
間
的
な
「
隙
間
」
を
表
す
こ
と
に
注
意
す
る
と
、「
障
子
の
隙
間
か
ら
の
ぞ
い
て

み
る
と
」
と
な
る
。
後
半
を
訳
す
の
に
必
要
な
古
文
単
語
は
、「
け
し
き
」
と
「
い
た
は

し
」。「
け
し
き
」
は
「
様
子
・
表
情
」
、「
い
た
は
し
」
は
「
①
気
の
毒
だ
②
愛
し
い
」
な

ど
の
意
味
が
あ
る
。
こ
の
場
面
は
、
時
頼
が
訪
ね
て
き
た
横
笛
の
様
子
を
の
ぞ
き
見
す
る

場
面
で
、
た
め
ら
っ
て
い
る
横
笛
を
見
て
時
頼
が
抱
い
た
感
情
が
「
い
た
は
し
」
に
あ
た

る
の
で
、「
気
の
毒
だ
」
と
い
う
意
味
で
解
釈
す
る
。
後
半
部
分
は
、「
非
常
に
訪
ね
か
ね

て
い
る
横
笛
の
様
子
が
気
の
毒
に
思
わ
れ
て
」
と
な
る
。 

 

(Ｃ） 

 

特
に
必
要
な
知
識
は
な
い
が
、
古
文
独
特
の
表
現
が
多
い
た
め
現
代
語
に
直
す
の
は
難

し
い
。
文
脈
か
ら
も
ヒ
ン
ト
を
探
り
つ
つ
、
各
々
の
表
現
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
を

は
っ
き
り
さ
せ
、
そ
れ
ら
を
自
然
な
現
代
語
の
言
い
回
し
に
直
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

必
要
に
応
じ
て
主
語
も
補
お
う
。 

 

文
脈
か
ら
、
時
頼
が
、
往
生
院
を
訪
ね
て
き
た
横
笛
を
追
い
返
し
た
後
、
清
浄
心
院
へ

移
る
こ
と
を
決
意
し
、
そ
れ
を
同
宿
の
僧
に
伝
え
る
場
面
だ
と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

解
説 
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こ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
傍
線
部
を
考
え
る
。
大
ま
か
に
訳
す
と
、「
た
と
え
一
度
は
心

を
強
く
持
て
て
も
、
ま
た
も
慕
う
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
心
も
き
っ
と
揺
れ
動
い
て
し
ま
う

で
し
ょ
う
」
と
な
る
。
こ
の
う
ち
、「
心
を
強
く
持
て
」「
慕
う
こ
と
」
の
内
容
を
よ
り
具

体
化
す
る
。 

「
心
を
強
く
持
て
」
は
、
時
頼
が
誘
惑
に
負
け
ず
横
笛
と
の
面
会
を
謝
絶
し
た
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。
傍
線
部
(B)
の
直
後
「
い
か
な
る
道
心
者
も
心
弱
く
な
り
ぬ
べ
し
」
の

「
心
弱
く
」
が
正
反
対
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
ヒ
ン
ト
に
し
て
も
よ
い
だ
ろ

う
。 

「
慕
う
こ
と
」
は
、
横
笛
が
時
頼
を
慕
い
訪
ね
て
く
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
出
家

し
た
時
頼
が
み
ず
か
ら
横
笛
を
慕
う
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
「
ま
た
も
」
と
あ
る

よ
う
に
、
慕
う
の
は
一
度
訪
ね
て
き
て
い
る
横
笛
の
方
で
あ
る
。
「
一
度
は
謝
絶
で
き
て

も
、
ま
た
横
笛
が
訪
ね
て
き
た
ら
～
」
と
い
う
流
れ
で
文
脈
に
も
合
う
。 

「
心
も
は
た
ら
く
」
は
、
横
笛
が
ま
た
訪
ね
て
き
た
ら
時
頼
は
動
揺
し
て
し
ま
う
、
と

い
う
旨
が
わ
か
る
よ
う
に
訳
す
。 

 

問
三 

解
答 

《
合
格
答
案
》 

愛
す
る
女
性
に
出
会
え
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
父
が
そ
の
女
性
と
の
交
際
を
反
対
す

る
の
で
、
そ
の
想
い
が
実
ら
な
い
な
ら
ば
自
分
が
世
を
捨
て
る
し
か
な
く
、
出
家
す
る

よ
い
契
機
だ
と
考
え
た
か
ら
。 

《
満
点
答
案
》 

 

い
つ
終
わ
る
も
知
れ
な
い
短
い
人
生
の
う
ち
、
盛
り
の
二
十
余
年
の
間
に
愛
す
る
女
性

に
出
会
え
た
が
、
そ
の
女
性
と
の
交
際
が
父
の
意
向
に
反
す
る
な
ら
ば
自
分
が
世
を
捨

て
る
し
か
な
く
、
出
家
す
る
よ
い
契
機
だ
と
考
え
た
か
ら
。 

難
易
度 

★
★
★
☆
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

内
容
説
明 

 

「
時
頼
の
横
笛
に
対
す
る
恋
が
阻
ま
れ
た
か
ら
」
と
い
う
、
解
答
の
漠
然
と
し
た
方
向

性
は
つ
か
め
る
だ
ろ
う
。
解
答
は
、
こ
の
こ
と
が
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
部
分
を
抜
き

出
し
、
現
代
語
に
訳
し
て
ま
と
め
れ
ば
よ
い
。 

時
頼
自
身
が
「
こ
れ
、
善
知
識
な
り
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
出
家
の
理
由
は
「
こ
れ
」

に
あ
た
る
内
容
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
、「
こ
れ
」
が
具
体
的
に
指
示
し
て
い
る
の
は
、

時
頼
の
発
言
の
、
こ
こ
よ
り
前
の
部
分
「
西
王
母
と
～
に
似
た
り
」
で
あ
る
。
解
釈
し
て

い
こ
う
。 

「
西
王
母
と
～
に
は
見
ず
」
は
伝
説
を
も
つ
人
物
を
用
い
た
例
で
、
こ
の
例
で
言
い
た

い
こ
と
は
、
直
後
の
「
老
少
不
定
の
世
の
な
か
は
、
石
火
の
光
に
こ
と
な
ら
ず
」
。
「
老

少
不
定
」
の
注
を
参
考
に
し
て
、
「
石
火
の
光
」
は
一
瞬
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
は
か
な
い

人
生
の
比
喩
だ
と
解
釈
し
よ
う
。
「
た
と
ひ
人
～
ば
過
ぎ
ず
。
そ
の
う
ち
～
余
年
な
り
」

か
ら
は
、
時
頼
が
現
在
ち
ょ
う
ど
こ
の
「
二
十
余
年
」
を
生
き
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま

で
読
み
取
り
た
い
。
「
夢
ま
ぼ
ろ
し
の
世
の
な
か
に
、
み
に
く
き
も
の
を
か
た
時
も
見
て

何
か
せ
ん
」
の
「
夢
ま
ぼ
ろ
し
の
世
の
な
か
」
は
や
は
り
人
生
の
は
か
な
さ
を
表
現
し
て

い
る
。
「
何
か
せ
ん
」
は
反
語
で
、
直
訳
す
る
と
「
ど
う
し
よ
う
と
い
う
の
か
、
い
や
ど

う
し
よ
う
も
な
い
」
と
な
る
。
そ
れ
か
ら
、
こ
こ
で
の
「
見
る
」
は
「
結
婚
す
る
」
と
い

う
意
味
で
、
文
字
通
り
「
見
る
」
わ
け
で
は
な
い
の
で
注
意
。
こ
こ
ま
で
の
発
言
を
受
け

て
、
「
お
も
は
し
き
も
の
を
見
ん
と
す
れ
ば
、
父
の
命
を
そ
む
く
に
似
た
り
」
が
直
接
の

出
家
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
「
命
」
は
「
命
令
」
の
「
命
」
。
「
お
も
は
し
き
者
」
は

「
愛
す
る
者
」
と
い
う
意
味
だ
が
、
具
体
的
に
は
横
笛
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
こ
こ
ま

で
解
釈
で
き
れ
ば
（
現
代
語
訳
も
参
照
）
、
ま
と
め
て
解
答
と
な
る
。 

 

解
説 
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問
四 

解
答 

《
合
格
答
案
》 

時
頼
の
気
持
ち
は
引
き
留
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
わ
か
っ
た
の
で
、
時
頼
の
出
家
に

対
し
て
も
う
恨
む
こ
と
は
な
い
と
い
う
気
持
ち
。 

《
満
点
答
案
》 

時
頼
の
気
持
ち
は
引
き
留
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
わ
か
っ
た
の
で
、
時
頼
の
出
家
に

対
し
て
も
う
恨
む
こ
と
は
な
い
と
い
う
気
持
ち
。 

難
易
度 

★
★
★
☆
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

和
歌 

 

時
頼
の
歌
「
そ
る
ま
で
は
う
ら
み
し
か
ど
も
あ
づ
さ
弓
ま
こ
と
の
道
に
入
る
ぞ
う
れ
し

き
」
に
対
す
る
横
笛
の
返
歌
「
そ
る
と
て
も
な
に
か
う
ら
み
ん
あ
づ
さ
弓
ひ
き
と
ど
む
べ

き
心
な
ら
ね
ば
」
か
ら
心
情
を
読
み
取
る
問
題
だ
が
、
そ
も
そ
も
歌
自
体
を
正
し
く
解
釈

す
る
の
に
手
間
取
っ
た
人
も
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
難
し
い
単
語
な
ど
は
な

い
の
で
、
主
述
関
係
を
中
心
に
解
説
す
る
。 

ま
ず
両
方
の
歌
に
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
「
あ
づ
さ
弓
」
だ
が
、
こ
れ
は
縁
語
で
あ
り
、

歌
の
内
容
に
は
あ
ま
り
影
響
を
与
え
て
い
な
い
。
時
頼
の
歌
の
「
そ
る
」「
入
る
（
射
る
）」
、

横
笛
の
歌
の
「
そ
る
」
「
ひ
き
」
と
の
縁
語
と
な
っ
て
い
る
。
最
低
限
の
修
辞
技
法
の
知

識
は
や
は
り
必
要
な
の
で
確
認
し
て
お
こ
う
。 

時
頼
の
歌
、
本
文
で
何
度
か
「
う
ら
め
し
」
と
い
う
形
容
詞
が
出
て
き
た
よ
う
に
、
恨

ん
で
い
た
の
は
横
笛
。
つ
ま
り
「
そ
る
ま
で
～
し
か
ど
も
」
の
主
語
は
横
笛
。
ま
た
、
こ

の
場
面
で
、「
ま
こ
と
の
道
に
入
る
」
つ
ま
り
出
家
し
た
ば
か
り
な
の
は
横
笛
で
、
そ
れ

を
「
う
れ
し
き
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
時
頼
、
と
い
う
人
物
関
係
に
な
っ
て
い
る
。
訳
は

「
あ
な
た
が
尼
に
な
る
ま
で
は
私
の
こ
と
を
恨
ん
で
い
た
が
、
あ
な
た
も
仏
道
に
入
っ
た

と
聞
い
て
う
れ
し
い
で
す
」
と
な
る
。 

横
笛
の
歌
、「
な
に
か
う
ら
み
ん
」
は
反
語
な
の
で
、
前
半
は
「
尼
に
な
っ
て
も
恨
む

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
な
る
。
後
半
は
直
訳
す
る
と
「
引
き
留
め
る
こ
と
が
で
き
る
心

で
は
な
い
の
で
」
と
な
る
が
、
横
笛
が
引
き
留
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
時
頼
な

の
で
、
こ
の
「
心
」
は
時
頼
の
も
の
、
と
考
え
る
の
が
自
然
。
以
上
を
ま
と
め
れ
ば
よ
い
。 

  
   

高
野
に
長
年
の
お
知
り
合
い
で
あ
る
僧
が
い
た
。
三
条
の
斎
藤
座
衛
門
大
夫
以
頼
の
子

で
、
斎
藤
滝
口
時
頼
と
呼
ば
れ
た
者
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
は
小
松
殿
の
侍
で
あ
っ
た
。

十
三
歳
の
年
に
、
本
所
へ
参
上
し
て
い
た
が
、
そ
こ
に
建
礼
門
院
の
雑
仕
で
横
笛
と
い
う

女
が
い
た
。
滝
口
は
こ
の
女
を
最
愛
し
た
。
父
は
こ
れ
を
伝
え
聞
い
て
、「
世
間
に
認
め

ら
れ
て
い
る
よ
う
な
者
の
婿
に
し
て
や
り
、
出
仕
な
ど
も
安
心
し
て
さ
せ
て
や
ろ
う
と
思

っ
て
い
た
の
に
、
つ
ま
ら
な
い
女
を
好
き
に
な
り
お
っ
て
」
と
、
強
く
い
さ
め
た
の
で
、

時
頼
が
申
し
た
の
は
、「
西
王
母
と
申
し
た
人
も
、
昔
は
生
き
て
い
た
が
今
は
い
ま
せ
ん
。

東
方
朔
と
い
っ
た
者
も
、
名
前
だ
け
は
聞
い
て
も
見
か
け
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
年
老

い
た
も
の
と
若
者
の
ど
ち
ら
が
早
く
死
ぬ
か
分
か
ら
な
い
世
の
中
な
ど
、
火
打
石
の
火
花

に
他
な
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
人
が
長
寿
で
あ
ろ
う
と
、
七
十
、
八
十
を
超
え
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
の
う
ち
盛
り
の
時
期
は
わ
ず
か
二
十
余
年
だ
け
で
す
。
夢
ま
ぼ
ろ
し
の
よ

う
な
世
の
中
で
、
わ
ず
か
な
間
で
も
醜
い
者
と
連
れ
添
っ
て
ど
う
し
よ
う
と
い
う
の
で
し

ょ
う
。
愛
す
る
人
と
連
れ
添
お
う
と
す
れ
ば
、
父
上
の
命
に
背
く
こ
と
と
等
し
い
。
こ
れ

は
仏
道
に
入
る
機
縁
で
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
つ
ら
い
男
女
の
仲
、
憂
き
世
は
も
う
た
く
さ

解
説 

本
文
解
説 

現
代
語
訳 
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ん
、
ま
こ
と
の
道
を
進
む
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
、
十
九
歳
の
時
に
、
髻
を
切

っ
て
、
嵯
峨
の
往
生
院
で
修
行
を
し
て
い
た
。
横
笛
は
こ
れ
を
伝
え
聞
い
て
、「
私
を
捨

て
る
の
は
い
い
と
し
て
も
、
出
家
ま
で
し
た
と
い
う
こ
と
の
恨
め
し
さ
よ
。
た
と
え
世
を

背
く
と
し
て
も
、
な
ぜ
こ
う
こ
う
と
知
ら
せ
て
く
れ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
時
頼
様

の
決
心
が
強
く
と
も
、
訪
ね
て
恨
み
言
を
申
し
上
げ
よ
う
」
と
思
っ
て
、
あ
る
夕
方
に
都

を
出
て
、
嵯
峨
の
方
へ
と
さ
ま
よ
い
出
る
。
季
節
は
二
月
十
日
過
ぎ
の
こ
と
で
、
梅
津
の

里
の
春
風
に
、
よ
そ
の
梅
の
香
り
も
心
地
よ
く
、
大
井
河
の
月
明
か
り
も
、
霞
が
た
ち
こ

め
て
ぼ
ん
や
り
と
し
て
い
る
。
並
々
な
ら
ぬ
哀
れ
さ
も
、
誰
の
せ
い
か
と
思
っ
た
こ
と
だ

ろ
う
。
往
生
院
と
は
聞
い
て
い
た
け
れ
ど
、
ど
の
僧
坊
か
は
は
っ
き
り
と
知
ら
な
い
の
で
、

あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
た
め
ら
い
立
ち
止
ま
り
、
訪
ね
か
ね
る
の
は
気
の
毒
で
あ
る
。
住
荒
ら

し
た
僧
坊
に
、
念
誦
の
声
が
し
た
。
滝
口
入
道
の
声
だ
と
聞
き
定
め
て
、「
私
で
す
、
こ

こ
ま
で
訪
ね
て
ま
い
り
ま
し
た
。
出
家
し
た
お
姿
で
も
、
今
一
度
見
申
し
上
げ
た
い
の
で

す
」
と
、
連
れ
て
い
た
女
に
言
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
滝
口
入
道
は
胸
が
少
し
ざ
わ
つ
い
て
、

障
子
の
隙
間
か
ら
の
ぞ
い
て
み
る
と
、
訪
ね
か
ね
て
い
る
横
笛
の
様
子
が
気
の
毒
に
思
わ

れ
て
、
ど
ん
な
道
心
者
で
も
心
が
弱
く
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。
す
ぐ
に
人
を
遣
っ
て
、「
こ

こ
に
は
そ
ん
な
人
は
い
な
い
。
お
門
違
い
で
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
、
と
う
と
う
会
わ
ず
に

帰
し
て
し
ま
っ
た
。
横
笛
は
情
け
な
く
恨
ま
し
く
思
っ
た
が
、
力
な
く
涙
を
こ
ら
え
て
帰

っ
た
。
滝
口
入
道
が
同
宿
の
僧
に
会
っ
て
申
し
た
こ
と
に
は
、「
こ
こ
は
実
に
静
か
で
、

修
行
に
支
障
は
な
い
の
で
す
が
、
想
い
が
お
さ
ま
ら
な
い
ま
ま
別
れ
た
女
に
こ
の
住
ま
い

を
見
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
か
ら
に
は
、
た
と
え
一
度
は
強
い
意
志
で
謝
絶
で
き
て
も
、

ま
た
横
笛
が
慕
い
訪
ね
て
く
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
私
の
心
も
き
っ
と
揺
れ
動
い
て
し
ま

う
で
し
ょ
う
。
こ
こ
を
去
ろ
う
と
」
と
言
っ
て
、
嵯
峨
を
出
て
、
高
野
山
へ
登
り
、
清
浄

心
院
で
修
行
し
て
い
た
。
横
笛
も
出
家
し
た
と
聞
い
て
、
滝
口
入
道
は
一
首
の
歌
を
贈
っ

た
。 

 
 

そ
る
ま
で
は
…
…
（
あ
な
た
が
尼
に
な
る
ま
で
は
私
の
こ
と
を
恨
ん
で
い
た
が
、
あ

な
た
も
仏
道
に
入
っ
た
と
聞
い
て
う
れ
し
い
で
す
） 

横
笛
の
返
事
に
は
、 

 

① 

そ
る
と
て
も
…
…
（
尼
に
な
っ
て
も
恨
む
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
の
決
心

は
と
て
も
引
き
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
か
ら
） 

 

横
笛
は
そ
の
思
い
が
積
も
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
奈
良
の
法
花
寺
に
い
た
が
、
幾
ば
く
も

た
た
な
い
う
ち
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
滝
口
入
道
は
、
こ
の
旨
を
伝
え
聞
き
、
ま
す
ま
す

深
く
修
行
に
励
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
父
も
不
孝
を
許
し
た
と
い
う
。
親
し
い
者
た
ち
も
皆

尊
信
し
て
、
高
野
の
聖
と
呼
び
申
し
上
げ
た
。 

 

 

年
ご
ろ 

長
年
・
数
年 

心
や
す
し 

①
安
心
だ
②
親
し
い 

あ
な
が
ち
な
り
【
強
ち
な
り
】 

①
強
引
だ
②
一
途
だ 

き
こ
ゆ
［
自
ヤ
下
二
］ 

①
聞
こ
え
る
②
申
し
上
げ
る 

見
る
［
他
マ
上
二
］ 

①
見
る
②
結
婚
す
る
③
会
う 

う
き
世 

①
無
常
の
世
②
つ
ら
い
こ
と
の
多
い
男
女
の
仲 

お
こ
な
ひ 

仏
道
修
行
・
勤
行 

な
ど 

な
ぜ 

あ
く
が
る
［
自
ラ
四
］ 

さ
ま
よ
い
歩
く
・
歩
き
回
る 

や
す
ら
ふ
【
休
ら
ふ
】［
自
ハ
四
］ 

①
た
め
ら
う
②
休
む
・
立
ち
止
ま
る 

具
す
［
他
サ
四
］ 

伴
う
・
連
れ
る 

け
し
き 
様
子
・
表
情 

い
た
は
し
【
労
し
】 

①
苦
し
い
②
気
の
毒
だ
③
愛
し
い 

や
が
て 

そ
の
ま
ま
・
す
ぐ
に 

た
が
ふ
【
違
ふ
】
［
他
ハ
四
］ 

①
逆
ら
う
②
間
違
え
る 

用
語
解
説 
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よ
に 

実
に
・
本
当
に 

は
か
な
く
な
る 

死
ぬ
・
亡
く
な
る 

 

（
松
田
朋
佳
、
市
川
裕
圭
、
山
崎
恭
子
） 
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２
０
１
６
年
度 

⼤
阪
⼤
学 

前
期 

国
語 

 
Ⅳ 
漢
⽂︵
漢
代
の
評
論
︶  

  《
こ
の
解
説
の
使
い
方
》 

 
｢

通
読
」
か
ら
な
る
。
「
通
読
」
は
教
科
書
や
辞
書
が
使
え
な
い
状
態
を
想

定
し
た
、
試
験
場
で
の
読
み
方
で
あ
る
。
一
読
で
内
容
を
把
握
で
き
る
人

が
ど
の
よ
う
に
本
文
を
読
ん
で
い
る
か
を
た
ど
り
、
自
分
の
読
み
方
を
見

直
そ
う
。
一
読
し
て
お
お
よ
そ
の
意
味
が
つ
か
め
る
人
の
読
み
（
◎
）
、
ワ

ン
ラ
ン
ク
上
の
読
み
（
☆
）
、
脳
内
で
把
握
さ
れ
た
内
容
（
▼
）
を
適
宜
載

せ
て
あ
る
。 

 

設
問
ご
と
に
、
ど
の
よ
う
に
解
答
を
導
く
か
詳
細
に
解
説
し
た
。
ま
た
、

関
連
知
識
も
掲
載
し
て
い
る
。 

 
｢

書
き
下
し
」「
現
代
語
訳
」「
要
旨
」
か
ら
な
る
。
本
文
を
読
む
の
に
時
間

が
か
か
っ
て
し
ま
う
人
は
、「
書
き
下
し
」
を
音
読
し
て
漢
文
独
特
の
リ
ズ

ム
に
慣
れ
る
と
よ
い
。 

 

な
お
、
作
者
名
・
作
品
名
（
作
品
名
を
書
き
下
す
場
合
を
除
く
）
の
ふ
り
が
な
は
現
代

仮
名
遣
い
、
そ
れ
以
外
の
ふ
り
が
な
は
歴
史
的
仮
名
遣
い
を
用
い
て
い
る
。 

  

傾
向
と
対
策

出

典

所
要
時
間

難

易

度

 

字
数
は
156
字
。
河
南
省
の
あ
る
場
所
で
の
塩
漬
け
の
魚
へ
の
信
仰

の
成
り
立
ち
と
そ
の
後
に
つ
い
て
述
べ
た
文
章
で
あ
る
。
本
文
の
解

釈
に
お
い
て
難
し
い
文
法
事
項
は
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
比
較
的
読
み

や
す
か
っ
た
は
ず
だ
。
ま
た
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
が
信
仰
の
成
り

立
ち
と
そ
の
後
、
と
い
う
こ
と
で
物
語
の
展
開
も
は
っ
き
り
し
て
お

り
、
論
理
展
開
を
追
い
や
す
い
文
章
で
あ
っ
た
。 

 

問
二
は
例
年
阪
大
で
出
題
さ
れ
て
い
る
、
返
り
点
を
白
文
に
つ
け 

 

応お
う

劭
し
ょ
う

『
風ふ

う

俗ぞ
く

通つ
う

義ぎ

』
か
ら
の
出
題
。『
風
俗
通
』
と
も
呼
ば
れ
て

い
る
。
作
者
の
応
劭
は
後
漢
末
の
人
物
で
、
こ
の
文
章
の
舞
台
で
も
あ

る
河
南
省
の
出
身
で
あ
る
。 

『
風
俗
通
義
』
は
、
後
漢
末
の
内
部
情
勢
が
不
安
定
な
中
で
、
一
般

的
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
俗
説
の
真
偽
を
確
か
め
る
と
同
時
に
、

制
度
や
習
俗
に
加
え
て
こ
の
文
章
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
民
間

信
仰
な
ど
を
伝
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
応
劭
が
作
っ
た
書
物
で
あ

る
。
も
と
も
と
は
31
巻
も
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
多
く
が
失
わ
れ
て

し
ま
い
、
現
存
す
る
の
は
10
巻
の
み
で
あ
る
。 

20
分 

★
★
☆
☆
☆ 

傾
向
と
対
策

る
問
題
。
こ
こ
は
得
点
源
に
な
る
の
で
焦
ら
ず
し
っ
か
り
と
正
解
し

て
い
き
た
い
。
問
四
は
傍
線
部
を
見
る
だ
け
で
は
ピ
ン
と
こ
な
い
だ

ろ
う
が
、
前
後
の
文
脈
を
捉
え
る
こ
と
で
現
代
語
訳
の
大
き
な
ヒ
ン

ト
を
得
ら
れ
た
は
ず
だ
。
問
五
は
や
や
難
し
い
問
題
で
、
傍
線
部
と
一

致
す
る
よ
う
な
内
容
の
文
章
が
ど
こ
な
の
か
を
正
確
に
捉
え
ら
れ
た

か
が
正
解
へ
の
カ
ギ
と
な
っ
た
。 

本
文
読
解 

設
問
解
説 

本
文
解
説 
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問
一 

そ
の
ぬ
し
［
あ
る
じ
・
し
ゆ
］
い
ま
だ
ゆ
き
（
て
）
と
ら
ざ
る
な
り
［
わ
う
し
ゆ

せ
ざ
る
な
り
］。 

問
二 

念

 

ヒ
二

其
 

ノ

不

 

ル
ヲ

一レ

事

 

メ 

問
三 

手
に
入
る
は
ず
の
鹿
を
見
つ
け
る
こ
と
は
な
く
、
代
わ
り
に
塩
漬
け
の
魚
を
見
つ

け
た
。 

問
四 

ど
の
よ
う
な
神
が
い
る
は
ず
だ
ろ
う
か
、
い
や
、
当
然
い
る
は
ず
が
な
い
。 

問
五 

鹿
が
魚
に
変
わ
っ
た
と
思
い
込
ん
だ
人
々
が
と
も
に
魚
を
あ
が
め
る
こ
と
で
、
本

来
何
も
な
い
場
所
に
ほ
こ
ら
が
立
ち
物
資
が
集
ま
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
物
資

が
集
ま
る
所
で
人
々
は
神
を
作
り
上
げ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
。 

  

 

 

汝
南
に
田
に
鹿
を
得
る
者
有
り
、 

◎
注
よ
り
「
汝
南
」
は
地
名
で
河
南
省
の
こ
と
。 

▼
河
南
省
に
田
で
鹿
を
手
に
入
れ
た
人
が
い
た
。 

 

⑴

其
主
未
往
取
也
。 

◎
傍
線
部
だ
！ 

「
未
」
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
そ
う
。
問
題
を
解
く
と
き
に
訳
は
考
え

よ
う
。 

 

商
車
十
余
乗
沢
中
を
経
て
行
く
に
、 

◎
注
よ
り
「
乗
」
は
車
の
単
位
の
こ
と
。 

▼
商
売
の
車
が
沢
中
を
経
て
行
く
と
、 

☆｢

沢
」
は
「
さ
わ
」
と
も
読
む
し
水
っ
ぽ
い
イ
メ
ー
ジ
、
田
ん
ぼ
の
こ
と
か
な
？ 

 

此
の
鹿
の
縄
に
著つ

け
ら
る
る
を
望
見
し
、
因よ

り
て
持
ち
去
る
。 

▼
鹿
が
縄
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
を
見
て
持
ち
去
っ
た
。 

 

⑵

念
其
不
事
、 

◎
傍
線
部
⑵
の
問
題
を
見
る
と
、
何
も
し
て
い
な
い
の
に
鹿
を
手
に
入
れ
た
こ
と
を
気

に
し
て
、
と
あ
る
。
な
る
ほ
ど
。 

 

一
鮑
魚
を
持
ち
て
其
の

処
と
こ
ろ

に
置
く
。 

◎
注
よ
り
「
鮑
魚
」
は
塩
漬
け
の
魚
と
い
う
意
味
。 

▼
塩
漬
け
の
魚
を
持
っ
て
商
売
人
が
そ
こ
に
置
い
た
。 

 

頃
し
ば
ら
く

有
り
、
其
の
主
往
く
に
、
⑶

得
る
所
の
鹿
を
見
ず
、
反か

へ

つ
て
鮑
魚
を
見
る
。 

▼
し
ば
ら
く
し
て
最
初
の
主
が
行
く
と
、
得
る
は
ず
の
鹿
の
代
わ
り
に
、
塩
漬
け
の
魚
を

見
た
。 

 

沢
中
は
人
の
道
路
に
非
ず
、 

◎
人
の
道
路
っ
て
の
は
人
の
通
る
所
っ
て
こ
と
か
な
？ 

 
▼
沢
中
は
人
が
通
ら
な
い
の
で
、 

 

其
の
是か

く
の
ご
と
き
を
怪
み
、 

▼
こ
の
よ
う
で
あ
る
の
を
怪
し
み
、 

◎｢

是
」
は
、
鹿
の
代
わ
り
に
塩
漬
け
の
魚
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
指
し
て
い

解
答 

本
文
読
解 

通
読 
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る
の
だ
ろ
う
。 

 
大
い
に
以
て
神
と
為
し
、
転う

た

た
相
ひ
告
げ
語
る
。 

◎｢

大
い
に
」
の
意
味
は
微
妙
だ
な
あ
。
た
ぶ
ん
強
調
の
意
味
だ
ろ
う
。 

☆｢

転
た
」
は
漢
字
「
転
」
の
こ
ろ
が
っ
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
ど
ん
ど
ん
と
い
う

感
じ
な
の
か
な
あ
。 

▼
こ
の
現
象
が
神
と
し
て
ど
ん
ど
ん
互
い
に
告
げ
語
ら
れ
た
。 

 

病
を
治
し
福
を
求
む
る
に
、
多
く
効
験
有
り
、 

▼
病
を
治
し
て
福
を
求
め
る
と
、
多
く
効
果
が
有
っ
た
の
で
、 

 

因
り
て
祀
舎
を
起
こ
し
、
衆
巫
数
十
、
帷
帳
鍾
鼓
を
為
す
。 

◎
注
よ
り
「
祀
舎
」
は
ほ
こ
ら
の
こ
と
。
さ
ら
に
「
帷
帳
鍾
鼓
」
は
と
ば
り
や
か
ね
、

太
鼓
の
こ
と
。 

▼
祀
舎
を
起
こ
し
て
仕
え
る
人
を
数
十
人
、
と
ば
り
や
か
ね
、
太
鼓
を
用
意
し
た
。 

 

方は
う

数
百
里
皆
禱た

う

祀し

に
来
り
て
、
鮑
君
神
と
号
す
。 

▼
周
り
数
百
里
の
人
皆
祈
り
に
来
て
、
鮑
君
神
と
呼
ん
だ
。 

 

其
の
後
数
年
、
鮑
魚
の
主
祠
下
に
来
歴
し
、
其
の
故
を
尋
問
し
て
、
曰
く
、 

▼
そ
の
数
年
後
、
塩
漬
け
の
魚
の
主
が
ほ
こ
ら
に
来
歴
し
、
そ
の
理
由
を
質
問
し
て
言
う

こ
と
に
は
、 

 「
此
れ
我
が
魚
な
り
、
⑷

当
に
何
の
神
有
る
べ
け
ん
や
。」
と
。 

◎｢

当
に
～
ん
や
」
だ
か
ら
、
こ
れ
は
反
語
の
文
だ
！ 

▼
「
そ
れ
は
私
の
魚
で
あ
る
。
ど
う
し
て
神
が
い
る
だ
ろ
う
か
、
い
や
い
る
は
ず
が
な
い
。」

と
。 

 

堂
に
上
り
て
之
を
取
り
、
遂
に
此
れ
よ
り
廃す

た

る
。 

◎
「
之
」
は
魚
の
こ
と
だ
ろ
う
。 

▼
堂
に
上
っ
て
魚
を
取
っ
て
、
結
局
こ
の
時
か
ら
信
仰
が
廃
れ
た
。 

 

伝
に
曰
く
、「
⑸

物
の
聚あ

つ

ま
る
所
、
斯こ

こ

に
神
有
り
。」
と
。 

▼
言
い
伝
わ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
「
物
が
集
ま
る
所
に
神
は
い
る
。
」
と
。 

◎
傍
線
部
⑸
の
意
味
は
ま
だ
あ
い
ま
い
だ
な
あ
。 

 

言
ふ
こ
こ
ろ
は
人
の
共
に
奨す

す

め
て
之
を
為
す
の
み
と
な
り
。 

◎
注
よ
り
「
奨
」
は
あ
が
め
て
、
お
供
え
物
を
す
る
こ
と
。 

▼
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
人
が
と
も
に
あ
が
め
お
供
え
物
を
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
が
為
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

  

 

問
一 

解
答 

そ
の
ぬ
し
［
あ
る
じ
・
し
ゆ
］
い
ま
だ
ゆ
き
（
て
）
と
ら
ざ
る
な
り
［
わ
う
し
ゆ

せ
ざ
る
な
り
］。 

難
易
度 
★
★
☆
☆
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

ひ
ら
が
な
の
書
き
下
し 

 

 

入
試
問
題
と
し
て
頻
出
の
、
再
読
文
字
を
含
ん
だ
書
き
下
し
の
問
題
で
あ
る
。
最
初
の

設
問
解
説 

解
説 
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「
其
主
」
は
３
行
目
初
め
か
ら
、「
其
の
主
」
。「
未
」
は
超
重
要
な
再
読
文
字
で
「
未
ダ
～

ず
」
と
書
き
下
す
。
意
味
は
「
ま
だ
～
な
い
」。
あ
と
は
「
未
ダ
～
ず
」
の
か
か
る
動
詞

の
部
分
が
ど
こ
ま
で
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
か
か
る
動
詞
の
部
分
を
「
往
」

だ
け
と
考
え
「
未
だ
往
か
ず
、
取
る
な
り
。」
と
書
き
下
す
と
文
自
体
の
意
味
が
通
ら
な

く
な
る
の
で
、
か
か
る
動
詞
の
部
分
は
「
往
取
」
だ
と
考
え
「
往
き
（
て
）
取
ら
ざ
る
な

り
。」
「
往わ

う

取し
ゆ

せ
ざ
る
な
り
。」
と
書
き
下
す
。 

ち
な
み
に
現
代
語
訳
は
、
再
読
文
字
「
未
」
に
注
意
し
て
訳
す
と
「
そ
の
人
は
ま
だ
取

り
に
行
っ
て
い
な
か
っ
た
。」
と
な
る
。
取
り
に
行
っ
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
内
容
は
捕

ま
え
た
鹿
の
こ
と
だ
。 

 

問
二 

解
答 

念

 

ヒ
二

其

 

ノ

不

 

ル
ヲ

一レ

事

 

メ 

難
易
度 

★
☆
☆
☆
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

返
り
点
と
送
り
仮
名
の
付
与 

 

 

傍
線
部
⑵
の
意
味
は
「
車
の
主
が
、
何
も
し
て
い
な
い
の
に
鹿
を
手
に
入
れ
た
こ
と
を

気
に
し
て
、」
と
問
題
文
中
に
提
示
さ
れ
て
お
り
、
書
き
下
し
も
同
様
に
「
其
の
事
め
ざ

る
を
念
ひ
」
と
提
示
さ
れ
て
い
る
。
な
ん
と
親
切
な
問
題
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
書
き
下

し
を
白
文
に
当
て
は
め
て
い
く
だ
け
で
あ
る
。
「
事
め
ざ
る
を
念
ひ
」
と
読
む
た
め
に
返

り
点
と
し
て
「
一
レ
」
点
を
使
う
こ
と
に
注
意
。 

 

問
三 

解
答 

手
に
入
る
は
ず
の
鹿
を
見
つ
け
る
こ
と
は
な
く
、
代
わ
り
に
塩
漬
け
の
魚
を
見
つ

け
た
。 

難
易
度 

★
★
☆
☆
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

現
代
語
訳 

 

ま
ず
、
そ
の
ま
ま
傍
線
部
⑶
を
書
き
下
す
と
「
得
る
所
の
鹿
を
見
ず
、
反
つ
て
鮑
魚
を

見
る
。」
と
な
る
。「
得
る
」
は
「
手
に
入
れ
る
」
と
い
う
意
味
で
、「
所
」
は
「
得
」
が
鹿

を
修
飾
す
る
こ
と
を
示
す
単
語
で
あ
る
。
「
得
る
所
の
鹿
」
と
い
う
の
は
、
以
前
の
文
脈

か
ら
河
南
省
の
田
畑
で
捕
ま
っ
た
鹿
の
こ
と
な
の
で
、
こ
の
傍
線
部
の
主
語
は
「
鹿
を
捕

ま
え
た
人
」
だ
と
わ
か
り
、「
手
に
入
る
は
ず
の
鹿
」
と
訳
す
と
上
手
に
意
味
が
つ
な
が

る
。「
反
」
を
「
か
へ
ツ
テ
」
と
読
む
場
合
は
「
反
対
に
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。「
反
対

に
」
で
も
意
味
が
通
じ
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
鮑
魚
と
鹿
は
相あ

い

対
す
る
も
の
で
は
な
い

の
で
「
代
わ
り
に
」
と
訳
す
の
が
ベ
ス
ト
。
あ
と
は
書
き
下
し
に
も
と
づ
い
て
、
塩
漬
け

の
魚
を
見
つ
け
た
、
と
い
う
訳
と
な
る
。 

 

問
四 

解
答 

ど
の
よ
う
な
神
が
い
る
は
ず
だ
ろ
う
か
、
い
や
、
当
然
い
る
は
ず
が
な
い
。 

難
易
度 

★
★
★
☆
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

現
代
語
訳 

 

 

傍
線
部
⑷
の
書
き
下
し
は
「
当
に
何
の
神
有
る
べ
け
ん
や
と
。
」
と
な
る
。 

ま
ず
傍
線
部
⑷
前
後
で
の
文
脈
を
ま
と
め
る
と
、 

塩
漬
け
の
魚
の
持
ち
主
が
ほ
こ
ら
を
訪
ね
、
ほ
こ
ら
の
起
源
を
聞
い
て
「
こ
れ
は
私
の
魚

で
あ
る
。
当
有
何
神
。
」
と
述
べ
、
堂
に
上
っ
て
魚
を
取
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
結
果
信
仰

が
廃
れ
る
。 

と
い
う
も
の
で
あ
る
。 

た
と
え
前
後
の
文
章
の
意
味
が
完
璧
に
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
文
章
の
流
れ

解
説 

解
説 

解
説 
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や
部
分
的
な
意
味
は
わ
か
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
問
題
を
解
く
う
え
で
の
決
定
的
な

情
報
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
前
後
の
文
脈
か
ら
傍
線
部
⑷
は
「
私
の
魚
だ
か
ら
神
が
い
る

わ
け
が
な
い
だ
ろ
う
」
の
よ
う
な
意
味
だ
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
こ
の
問
題
は

ほ
ぼ
解
け
た
も
同
然
な
の
で
あ
る
。 

傍
線
部
⑷
の
説
明
に
移
ろ
う
。「
当
」
は
再
読
文
字
で
あ
り
「
当
然
～
す
べ
き
だ
」「
当

然
～
だ
ろ
う
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
「
～
べ
け
ん
や
」
と
い
う
語
尾
に

な
っ
て
い
る
の
で
反
語
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。
「
何
の
」
は
反
語
の
文
中
で
は
「
ど
の

よ
う
な
～
」
と
い
う
意
味
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
文
法
事
項
を
頭
に
入
れ
て
訳
し
て
い
く
。 

段
階
的
に
訳
し
て
い
く
と
わ
か
り
や
す
い
。
と
り
あ
え
ず
語
尾
の
反
語
は
考
え
ず
、
ま

た
、「
何
」
は
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
傍
線
部
⑷
を
訳
す
と
、「
当
然
何
の
神
が
有
る
（
＝
い

る
）
べ
き
だ
」
と
な
る
。
次
に
、
反
語
と
「
何
」
の
詳
し
い
意
味
を
加
え
る
と
「
ど
の
よ

う
な
神
が
い
る
べ
き
だ
ろ
う
か
、
い
や
当
然
い
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
な
る
。
し
か
し
、

こ
れ
で
は
日
本
語
と
し
て
違
和
感
が
残
る
。
「
～
べ
し
」
が
古
文
の
助
動
詞
「
べ
し
」
の

意
味
に
あ
る
よ
う
に
「
～
は
ず
だ
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
れ
ば
「
「
ど

の
よ
う
な
神
が
い
る
は
ず
だ
ろ
う
か
、
い
や
、
当
然
い
な
い
は
ず
だ
。
」
と
な
り
、
日
本

語
と
し
て
自
然
な
形
に
訳
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

問
五 

解
答 

鹿
が
魚
に
変
わ
っ
た
と
思
い
込
ん
だ
人
々
が
と
も
に
魚
を
あ
が
め
る
こ
と
で
、
本

来
何
も
な
い
場
所
に
ほ
こ
ら
が
立
ち
物
資
が
集
ま
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
物
資

が
集
ま
る
所
で
人
々
は
神
を
作
り
上
げ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
。 

難
易
度 

★
★
★
★
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

内
容
説
明 

 

 

こ
の
よ
う
な
全
体
の
文
章
を
踏
ま
え
て
の
内
容
説
明
で
も
ど
の
よ
う
に
考
え
始
め
る

か
は
同
じ
だ
。
ま
ず
、
傍
線
部
の
前
後
の
文
脈
を
よ
く
確
認
し
な
が
ら
傍
線
部
の
内
容
を

推
測
し
つ
つ
訳
し
て
い
く
。
こ
の
問
題
で
は
傍
線
部
近
く
に
内
容
説
明
の
手
が
か
り
が
あ

っ
た
が
、
全
体
の
文
章
を
踏
ま
え
て
の
場
合
は
傍
線
部
か
ら
遠
く
離
れ
た
場
所
に
手
が
か

り
が
残
さ
れ
て
い
る
場
合
も
た
ま
に
あ
る
の
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
判

明
し
た
傍
線
部
の
内
容
が
文
章
全
体
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
を
含
め
な
が

ら
内
容
を
説
明
し
て
い
け
ば
よ
い
。 

こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
傍
線
部
⑸
を
そ
の
ま
ま
書
き
下
す
と
「
物
の
聚
ま
る

所
、
斯
に
神
有
り
と
。
」
と
な
り
、
直
訳
す
る
と
「
物
の
集
ま
る
場
所
、
そ
こ
に
神
が
い

る
」
と
な
る
。 

傍
線
部
⑸
の
前
後
を
見
る
と
、
直
後
に
「
言
ふ
こ
こ
ろ
は
～
」
と
あ
る
。
「
言
ふ
こ
こ

ろ
は
」
は
「
言
ふ
こ
こ
ろ
は
→
言
う
そ
の
心
は
→
そ
の
言
葉
の
意
図
は
」
と
な
り
、
こ
れ

に
続
い
て
傍
線
部
⑸
の
意
図
が
説
明
さ
れ
て
い
る
と
わ
か
る
。
続
き
の
「
人
の
共
に
奨
め

て
之
を
成
す
の
み
と
な
り
。」
を
訳
し
て
い
く
と
、「
奨
め
て
」
は
注
か
ら
「
あ
が
め
て
、

お
供
え
物
を
す
る
。
」
と
い
う
意
味
。「
之
」
の
内
容
は
「
人
々
が
一
緒
に
あ
が
め
て
お
供

え
物
を
し
て
成
す
」
も
の
な
の
で
、
こ
こ
で
は
「
神
・
信
仰
」
を
指
し
、「
人
が
一
緒
に

あ
が
め
て
お
供
え
物
を
す
る
こ
と
で
信
仰
を
成
す
の
み
で
あ
る
。
」
こ
と
が
傍
線
部
の
意

図
だ
と
わ
か
る
。 

こ
の
意
図
を
踏
ま
え
て
傍
線
部
⑸
を
文
章
の
内
容
に
即
し
て
解
釈
し
て
い
く
。
こ
の
文

章
内
で
「
物
が
集
ま
っ
て
い
る
」
状
況
を
考
え
て
い
く
と
、「
人
々
が
不
思
議
な
話
を
信

じ
て
ほ
こ
ら
を
た
て
、
と
ば
り
や
か
ね
、
お
供
え
物
が
集
ま
っ
た
」
と
い
う
部
分
が
当
て

は
ま
る
。
次
に
「
こ
こ
に
神
有
り
」
を
先
ほ
ど
当
て
は
ま
っ
た
部
分
に
お
い
て
考
え
て
み

る
と
、
確
か
に
と
ば
り
や
か
ね
、
お
供
え
物
が
あ
る
と
こ
ろ
に
信
仰
が
存
在
し
て
い
る
の

で
あ
る
。 

実
際
に
は
そ
の
場
所
は
た
だ
鹿
が
つ
な
が
れ
て
い
た
だ
け
の
場
所
で
あ
り
、「
鹿
が
塩

漬
け
の
魚
に
変
わ
っ
て
い
た
」
と
い
う
の
は
通
り
す
が
り
の
商
人
が
た
ま
た
ま
取
り
替
え

解
説 
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て
し
ま
っ
た
だ
け
だ
っ
た
。
し
か
し
、
一
人
が
そ
れ
を
不
思
議
に
思
い
、
人
々
の
中
で
噂

が
広
が
り
、
実
際
に
は
神
が
い
な
い
と
こ
ろ
で
結
果
的
に
ほ
こ
ら
が
作
ら
れ
、
神
が
作
り

上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
傍
線
部
の
意
味
と
直
後
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
意

図
に
ぴ
っ
た
り
と
一
致
す
る
。
こ
の
ぴ
っ
た
り
と
一
致
し
た
文
章
内
の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開

を
含
め
な
が
ら
傍
線
部
⑸
の
内
容
を
説
明
す
れ
ば
よ
い
。 

解
答
の
流
れ
は
、 

①
本
来
何
も
な
か
っ
た
場
所
で
鹿
が
魚
に
変
わ
っ
た
と
思
っ
た
人
々
が
と
も
に
魚

を
あ
が
め
る
。 

↓ 

②
ほ
こ
ら
が
立
ち
物
資
が
集
ま
る
。 

↓
（
こ
の
よ
う
に
し
て
） 

③
物
が
集
ま
る
場
所
で
人
々
が
神
を
作
っ
て
い
る
。 

と
い
う
よ
う
に
な
る
。 

  

 

第
１
部 

信
仰
の
起
源 

（
～
２
行
目
「
置
其
処
。」） 

 

 

汝じ
よ

南な
ん

に
田た

に
鹿し

か

を
得う

る
者も

の

有あ

り
、
其そ

の
主ぬ

し

未い
ま

だ
往ゆ

き
て
取と

ら
ざ
る
な
り
。
商

し
や
う

車し
や

十じ
ふ

余よ

乗
じ
よ
う

沢た
く

中
ち
ゆ
う

を
経へ

て
行ゆ

く
に
、
此こ

の
鹿し

か

の
縄な

は

に
著つ

け
ら
る
る
を
望
見

ば
う
け
ん

し
、
因よ

り
て
持も

ち
去さ

る
。
其そ

の
事つ

と

め
ざ
る
を
念お

も

ひ
、
一い

ち

鮑
魚

は
う
ぎ
よ

を
持も

ち
て
其そ

の

処
と
こ
ろ

に
置お

く
。 

 

 

河
南
省
に
田
畑
で
鹿
を
手
に
入
れ
た
人
物
が
お
り
、
そ
の
人
物
は
ま
だ
（
鹿
を
）
取
り

に
行
か
ず
に
い
た
。
こ
こ
で
、
十
台
余
り
の
商
人
の
車
が
田
畑
の
近
く
を
通
っ
て
い
き
、

（
車
の
主
が
）
見
渡
す
と
鹿
が
縄
に
つ
な
が
れ
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
の
で
鹿
を
持
ち
去

っ
た
。
（
車
の
主
は
）
何
も
せ
ず
鹿
を
手
に
入
れ
た
こ
と
を
気
に
し
て
、
一
匹
の
塩
漬
け

の
魚
を
持
っ
て
き
て
そ
の
場
所
に
置
い
た
。 

 

第
２
部 

信
仰
の
発
生 

（
２
行
目
「
有
頃
」
～
５
行
目
「
号
鮑
君
神
。」） 

 

 

頃
し
ば
ら
く

有あ

り
、
其そ

の
主ぬ

し

往ゆ

く
に
、
得う

る

所
と
こ
ろ

の
鹿し

か

を
見み

ず
、
反か

へ

つ
て
鮑
魚

は
う
ぎ
よ

を
見み

る
。
沢た

く

中
ち
ゆ
う

は
人ひ

と

の
道だ

う

路ろ

に
非あ

ら

ず
、
其そ

の
是か

く
の
ご
と
き
を

怪
あ
や
し

み
、
大お

ほ

い
に
以も

つ

て
神か

み

と
為な

し
、

転う
た

た
相あ

ひ
告つ

げ
語か

た

る
。
病

や
ま
ひ

を
治ぢ

し
福ふ

く

を
求も

と

む
る
に
、
多お

ほ

く
効
験

か
う
け
ん

有あ

り
、
因よ

り
て
祀し

舎し
や

を
起お

こ
し
、
衆

し
ゆ
う

巫ふ

数す
う

十じ
ふ

、
帷ゐ

帳
ち
や
う

鍾
し
よ
う

鼓こ

を
為な

す
。
方は

う

数す
う

百
ひ
や
く

里り

皆み
な

禱た
う

祀し

に
来き

た

り
て
、

鮑は
う

君く
ん

神し
ん

と
号が

う

す
。 

 

し
ば
ら
く
し
て
、
（
鹿
を
捕
ま
え
た
）
人
が
行
く
と
手
に
入
れ
る
は
ず
の
鹿
を
見
つ
け

る
こ
と
は
な
く
、
代
わ
り
に
塩
漬
け
の
魚
を
見
つ
け
た
。
田
畑
の
近
く
は
人
が
通
る
よ
う

な
道
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
の
を
不
思
議
に
思
い
、
大
げ
さ
に
（
そ

れ
を
）
神
の
仕
業
と
し
て
ま
す
ま
す
人
々
に
話
し
、
広
め
た
。
病
の
治
癒
や
幸
福
を
得
る

こ
と
に
つ
い
て
大
き
な
ご
利
益
が
あ
っ
た
の
で
ほ
こ
ら
を
作
り
、
そ
れ
に
仕
え
る
人
を
数

十
人
集
め
、
と
ば
り
や
か
ね
、
太
鼓
を
用
意
し
た
。
す
る
と
、
四
方
数
百
里
に
い
る
人
々

が
皆
祈
り
に
来
て
（
そ
の
魚
を
）
鮑
君
神
と
呼
ん
だ
。  

 第
３
部 

信
仰
の
廃
止 

（
５
行
目
「
其
後
数
年
」
～
） 

 
其そ

の
後ご

数
年

す
う
ね
ん

、
鮑
魚

は
う
ぎ
よ

の
主ぬ

し

祠し

下か

に
来ら

い

歴れ
き

し
、
其そ

の
故ゆ

ゑ

を
尋
問

じ
ん
も
ん

し
て
、
曰い

は

く
、「
此こ

れ
我わ

が

魚
さ
か
な

な
り
、
当ま

さ

に
何な

ん

の
神か

み

有あ

る
べ
け
ん
や
」
と
。
堂だ

う

に
上の

ぼ

り
て
之こ

れ

を
取と

り
、
遂つ

ひ

に
此こ

れ
よ
り
廃す

た

る
。
伝で

ん

に
曰い

は

く
、「
物も

の

の
聚あ

つ

ま
る

所
と
こ
ろ

、
斯こ

こ

に
神か

み

有あ

り
」
と
。
言い

ふ
こ

こ
ろ
は
人ひ

と

の
共と

も

に
奨す

す

め
て
之こ

れ

を
為な

す
の
み
と
な
り
。 

本
文
解
説 

書
き
下
し 

現
代
語
訳 

書
き
下
し 

現
代
語
訳 

書
き
下
し 
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そ
の
数
年
後
、
塩
漬
け
の
魚
の
持
ち
主
が
ほ
こ
ら
の
も
と
に
来
て
、
そ
の
（
ほ
こ
ら
の

信
仰
の
）
由
緒
を
質
問
し
た
の
ち
、
言
う
こ
と
に
は
、
「
こ
れ
は
私
の
魚
で
あ
る
。
ど
の

よ
う
な
神
が
（
こ
の
魚
に
）
い
る
は
ず
だ
ろ
う
か
、
い
や
、
当
然
い
る
は
ず
が
な
い
。
」

と
。（
持
ち
主
は
）
そ
の
本
堂
に
行
っ
て
魚
を
取
り
、
結
局
こ
の
時
か
ら
信
仰
は
廃
れ
た
。

言
い
伝
え
に
「
物
が
集
ま
る
所
に
、
そ
こ
に
神
が
い
る
。」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
の

言
葉
の
意
図
は
、
人
が
一
緒
に
あ
が
め
て
、
お
供
え
物
を
す
る
こ
と
で
信
仰
が
生
ま
れ
る

だ
け
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

 

捕
獲
さ
れ
た
鹿
を
横
取
り
し
た
商
人
が
代
わ
り
に
塩
漬
け
の
魚
を
置
い
た
。
本
来
の
持

ち
主
が
知
ら
ず
に
そ
れ
を
見
て
神
の
仕
業
だ
と
伝
え
、
信
仰
が
生
ま
れ
た
。
数
年
後
真
相

が
わ
か
り
信
仰
は
廃
れ
た
。
信
仰
は
人
々
が
と
も
に
あ
が
め
る
こ
と
で
生
ま
れ
る
。 

（
99
字
） 

  

【
参
考
】
読
み
物
と
し
て
の
漢
文 

 

こ
の
文
章
は
読
ん
で
い
て
そ
れ
な
り
に
面
白
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
勝
手
に
他
人
が
捕
ら
え
た
鹿
を
通
り
す
が
り
の
商
人
が
奪
っ
て
い
く
の

も
面
白
い
し
、
そ
の
商
人
が
代
わ
り
に
塩
漬
け
の
魚
を
置
い
て
い
く
の
も
、

そ
れ
を
人
々
が
信
仰
し
始
め
る
の
も
面
白
い
。
こ
の
よ
う
に
真
面
目
な
入
試

問
題
で
も
漢
文
と
い
う
分
野
で
は
読
ん
で
い
て
飽
き
な
い
文
章
が
採
用
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
結
構
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
ま
っ
た
く
面
白
く
な
い
も
の
も
少
し

は
あ
る
が
）
。
ま
た
、
こ
の
文
章
で
は
塩
漬
け
の
魚
や
鹿
を
縄
で
捕
ま
え
る
風

習
の
よ
う
に
そ
の
書
か
れ
た
当
時
の
中
国
の
文
化
な
ど
も
知
る
こ
と
が
で
き

て
、
た
め
に
な
る
の
だ
。
さ
ら
に
、
文
章
の
中
で
い
ま
に
も
通
じ
る
教
訓
を

物
語
を
通
じ
て
わ
か
り
や
す
く
示
し
て
く
れ
て
い
る
も
の
も
多
々
あ
る
。
そ

の
教
訓
を
日
々
に
生
か
せ
ば
、Q

ual
ity

 
o
f 

L
ife

も
上
が
る
。
そ
う
や
っ

て
漢
文
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
ま
ず
好
意
的
に
見
る
、
好
き
に
な
っ
て
い
く
こ

と
も
、
若
干
精
神
論
の
よ
う
な
話
に
は
な
る
が
、
漢
文
の
問
題
を
解
く
力
を

ア
ッ
プ
さ
せ
る
は
ず
だ
。
物
語
も
面
白
い
し
、
当
時
の
文
化
も
学
べ
る
し
、

そ
れ
を
踏
ま
え
て
教
訓
も
示
し
て
く
れ
る
し
、
そ
れ
に
つ
れ
て
、
漢
文
を
読

む
力
も
ア
ッ
プ
し
て
い
く
。
一
石
四
鳥
で
あ
る
。
ぜ
ひ
と
も
、
た
く
さ
ん
の

漢
文
に
触
れ
て
、
漢
文
を
好
き
に
な
っ
て
い
っ
て
ほ
し
い
。 

  

（
竹
本
有
輝
、
津
田
智
沙
、
関
信
成
） 

現
代
語
訳 

要
旨 
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