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問
題
は

1
か
ら

4
ま
で
で
、
16
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
印
刷
し
て
あ
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
解
答
用
紙
は
両
面
に
印
刷
し
て
あ
り
ま
す
。

2　

検
査
時
間
は
五
〇
分
で
、
終
わ
り
は
午
前
九
時
五
〇
分
で
す
。

3　

声
を
出
し
て
読
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
。

4　

答
え
は
全
て
解
答
用
紙
に
Ｈ
Ｂ
又ま

た

は
Ｂ
の
鉛
筆
（
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
も
可
）
を
使
っ
て
明
確
に
記
入
し
、 

解
答
用
紙
だ
け
を
提
出
し
な
さ
い
。

5　

答
え
は
特
別
の
指
示
の
あ
る
も
の
の
ほ
か
は
、
各
問
の
ア
・
イ
・
ウ
・
エ
の
う
ち
か
ら
、
最
も
適
切
な
も
の
を

そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
ん
で
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。
ま
た
、
答
え
に
字
数
制
限
が
あ
る
場
合
に
は
、

や 

や

な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
一
字
と
数
え
な
さ
い
。

6　

答
え
は
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
欄ら

ん

か
ら
は
み
出
さ
な
い
よ
う
に
書
き
な
さ
い
。

7　

答
え
を
直
す
と
き
は
、
き
れ
い
に
消
し
て
か
ら
、
消
し
く
ず
を
残
さ
な
い
よ
う
に
し
て
、
新
し
い
答
え
を
書
き
な
さ
い
。

8　

受
検
番
号
を
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
欄
に
書
き
、
そ
の
数
字
の

の
中
を
正
確
に
塗ぬ

り
つ
ぶ
し
な
さ
い
。

9　

解
答
用
紙
は
、
汚
し
た
り
、
折
り
曲
げ
た
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
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次
の
各
文
の

を
付
け
た
漢
字
の
読
み
が
な
を
書
き
、
か
た
か
な
の
部
分

に
当
た
る
漢
字
を
楷か

い

書し
ょ

で
書
け
。

⑴
　
能
の
舞
台
に
は
白
い
足
袋
を
履
い
て
上
が
る
。

⑵
　
扇
を
手
に
し
て
踊
る
姿
は
と
て
も
優
雅
だ
っ
た
。

⑶
　
無
敗
の
投
手
を
擁
す
る
チ
ー
ム
に
立
ち
向
か
う
。

⑷
　
掌
中
の
材
料
を
自
在
に
使
っ
て
長
編
詩
を
作
り
上
げ
る
。

⑸
　
縦
糸
と
横
糸
を
組
み
合
わ
せ
て
き
れ
い
な
布
地
を
オ
る
。

⑹
　
手
荷
物
を
一
時
的
に
ア
ズ
け
て
出
か
け
る
。

⑺
　
畑
の
麦
が
一
斉
に
シ
ュ
ツ
ガ
を
始
め
た
。

⑻
　
こ
の
冬
は
、
イ
チ
イ
セ
ン
シ
ン
、
創
作
に
励
む
日
々
だ
っ
た
。

1

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。（
＊

印
の
付
い
て
い
る
言
葉

に
は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

大
き
な
洋
館
に
家
族
や
親し

ん

戚せ
き

、
飼
い
犬
の
ジ
ャ
ッ
ク
と
共
に
暮
ら
し
て
い
る
佐さ

智ち

は
、
ひ
そ
か
に
物
語
を
書
い
た
ノ
ー
ト
を
机
の
上
に
置
い
て
考
え
こ
ん
で
い
た
。
そ
の

と
き
佐
智
は
母
に
呼
ば
れ
、
洗せ

ん

濯た
く

物も
の

を
運
ぶ
の
を
手
伝
っ
た
。

佐
智
は
机
の
前
に
戻
っ
た
。
と
い
っ
て
も
、
窓
ぎ
わ
の
コ
ー
ナ
ー
に
あ
る
父
親
の

デ
ス
ク
な
の
だ
。
彼
女
自
身
の
勉
強
机
を
置
く
余よ

裕ゆ
う

は
な
い
。
物
語
を
書
い
て
い
る

こ
と
は
だ
れ
に
も
告
げ
て
い
な
か
っ
た
。
書
き
終お

わ

っ
て
み
る
と
、
急
に
胸
の
中
が
淋さ

び

し
く
な
っ
た
だ
け
で
、
大
し
た
こ
と
の
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
か
っ
た
。
彼
女
は
ノ
ー

ト
の
表
紙
を
な
ぜ
て
た
め
息
を
つ
い
た
。

「
学
校
の
宿
題
？
」

「
で
も
な
い
け
れ
ど
、
ち
ょ
っ
と
…
…
。」

母
親
は
独
り
言
の
よ
う
に
言
っ
た
。

「
三さ
ぶ

郎ろ
う

叔お

父じ

さ
ん
な
ら
喜
ん
で
読
ん
で
く
だ
さ
る
か
も
ね
。」

「
え
？
」

「
叔
父
さ
ん
は
文
学
の
先
生
よ
。」

「
で
も
…
…
恥
ず
か
し
い
よ
。」

「
引
っ
こ
み
思
案
が
サ
チ
の
欠
点
ね
。」
と
言
う
と
、
母
親
は
も
う
勝
手
に
し
な
さ
い

と
い
う
ふ
う
に
洗
濯
物
を
ご
し
ご
し
こ
す
り
始
め
た
。

言
わ
れ
る
ま
で
も
な
く
、
内
気
さ
が
あ
ら
ゆ
る
物
事
の
発
展
を
は
ば
む
こ
と
に
佐

智
は
気
が
つ
く
年ね
ん

齢れ
い

に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
気
づ
け
ば
内
気
さ
が
消
滅
す
る
わ
け

で
も
な
く
、
内
気
な
人
間
に
と
っ
て
の
苦
し
み
が
そ
こ
か
ら
始
ま
る
こ
と
を
母
親
は

2 

＊
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家
具
は
、
け
っ
し
て
古
ぼ
け
た
わ
け
で
は
な
い
の
に
光こ

う

彩さ
い

を
放
た
な
く
な
っ
て
い 

た
。
三
郎
叔
父
は
姪
の
様
子
を
見
て
口
を
開
い
た
。

「
読
み
た
い
も
の
が
あ
っ
た
ら
貸
し
て
あ
げ
る
よ
。」

「
う
ん
。
で
も
ま
だ
あ
た
し
に
は
難
し
そ
う
な
本
ば
か
り
だ
わ
。」
と
佐
智
は
愛
読
書

で
あ
る
例
の
シ
リ
ー
ズ
物
を
思
い
浮
か
べ
て
、
少
し
赤
く
な
っ
た
。

「
そ
う
か
も
し
れ
な
い
。」
と
劇
作
家
は
う
な
ず
い
た
。

「
で
も
高
校
生
に
な
っ
た
ら
、
こ
れ
だ
け
は
ぜ
ひ
読
む
ん
だ
よ
。」

三
郎
叔
父
は
書し
ょ

棚だ
な

か
ら
一
冊
の
本
を
引
き
抜
く
と
、
佐
智
に
見
せ
た
。

「
オ
ン
デ
ィ
ー
ヌ
。
こ
れ
、
人
の
名
前
？
」

「
水
の
妖よ
う

精せ
い

の
名
前
で
ね
、
Ｊ
・
Ｇ
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
劇
詩
人
の
作
品
な
ん
だ
。」

「
Ｊ
・
Ｇ
…
…
。」
と
佐
智
は
そ
の
聞
き
慣
れ
ぬ
名
を
頭
に
刻
み
つ
け
よ
う
と
声
に
出

し
て
つ
ぶ
や
い
た
。「
劇
詩
人
っ
て
、
ど
う
い
う
人
？
」

「
劇
詩
人
は
、
詩
を
戯ぎ

曲き
ょ
く

で
書
け
る
人
だ
。
Ｊ
・
Ｇ
は
そ
の
希け

有う

な
才
能
に
恵
ま
れ

て
い
た
ん
だ
よ
。」
と
三
郎
叔
父
は
、
好
き
な
も
の
を
相
手
に
分
け
与
え
た
い
衝
動

に
駆か

ら
れ
た
よ
う
に
、
う
っ
と
り
と
言
っ
た
。
そ
れ
か
ら
夢
か
ら
覚
め
た
よ
う
に
佐

智
を
見
て
、
彼
女
が
抱
え
て
い
る
ノ
ー
ト
を
指
し
て
た
ず
ね
た
。

「
そ
こ
に
何
を
持
っ
て
き
た
の
？
」

「
あ
た
し
の
…
…
書
い
た
…
…
。」

佐
智
は
消
え
い
り
そ
う
な
声
で
言
っ
た
。
熱
っ
ぽ
く
語
ら
れ
た
Ｊ
・
Ｇ
の
話
の
あ

と
で
は
ま
す
ま
す
気
持
が
く
じ
け
て
い
た
。

「
ほ
う
、
貸
し
て
ご
ら
ん
。」

彼
は
真
っ
赤
に
染
ま
っ
た
姪
の
顔
に
は
気
づ
か
ぬ
そ
ぶ
り
で
ノ
ー
ト
を
取
り
あ
げ

る
と
、
パ
ラ
パ
ラ
と
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
た
。
佐
智
は
そ
れ
を
取
り
返
そ
う
と
焦あ
せ

っ
た
。

＊

理
解
し
て
い
な
い
の
だ
っ
た
。
そ
れ
に
自
分
の
書
い
た
物
語
は
、
自
分
の
指
や
髪か

み

や 

爪つ
め

や
唇

く
ち
び
る

と
同
じ
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
気
が
し
た
。
だ
れ
に
で
も
や
た
ら
に
こ
れ

ら
を
い
じ
っ
て
も
ら
い
た
く
は
な
い
…
…
。
佐
智
は
そ
う
思
い
こ
も
う
と
し
た
。
と

こ
ろ
が
お
か
し
な
こ
と
に
、
こ
の
気き

持も
ち

に
矛
盾
す
る
よ
う
な
別
な
感
情
も
む
く
む
く

と
湧わ

い
て
く
る
の
だ
。
そ
れ
は
他
人
に
読
ん
で
も
ら
い
た
い
、
と
い
う
欲
求
だ
っ

た
。
だ
れ
か
に
自
分
を
共
有
し
て
も
ら
い
た
い
、
と
い
う
感
情
に
ひ
そ
か
に
通
じ
る

こ
の
よ
り
強
い
衝
動
に
忠
実
に
な
ろ
う
と
決
心
し
、
次
の
夜
ノ
ー
ト
と
と
も
に
階
下

に
お
り
て
三
郎
叔
父
の
部
屋
の
扉と
び
ら

を
た
た
い
た
。
彼
は
ド
ア
を
開
け
、
予
告
な
く

姪め
い

が
立
っ
て
い
た
の
で
い
く
ら
か
驚
い
た
よ
う
だ
っ
た
。
で
も
い
つ
も
の
穏お

だ

や
か
な

笑え

顔が
お

を
つ
く
っ
て
、
彼
は
た
ず
ね
た
。

「
ど
う
し
た
？　

何
の
用
事
？
」
そ
の
言
葉
に
励
ま
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
勇
気
を
奪

わ
れ
て
佐
智
は
後
じ
さ
り
し
た
。

「
叔お

母ば

さ
ん
は
？
」
と
霞か

す
み

の
ほ
う
に
用
あ
り
げ
に
き
い
た
。

「
い
な
い
よ
、
芝し

ば

居い

の
稽
古
で
毎
晩
遅
い
ん
だ
。」

佐
智
は
口
ご
も
り
、
や
は
り
こ
の
ノ
ー
ト
は
見
せ
ま
い
、
と
考
え
直
し
た
。
自
分

が
好
き
で
書
い
た
物
語
を
、
叔
父
に
読
ん
で
も
ら
う
理
由
が
ど
こ
に
あ
る
と
い
う
の

だ
ろ
う
。

「
じ
ゃ
あ
、
ま
た
…
…
。」
と
あ
わ
て
て
ド
ア
を
閉
め
か
け
る
と
、
今
度
は
三
郎
叔
父

が
姪
を
引
き
と
め
る
番
だ
っ
た
。

「
ち
ょ
っ
と
お
待
ち
。
ち
ょ
う
ど
紅
茶
を
い
れ
る
と
こ
ろ
だ
か
ら
、
お
入
り
よ
。」

佐
智
は
お
ず
お
ず
と
部
屋
の
中
に
入
っ
た
。
壁か
べ

紙が
み

が
見
え
な
い
ほ
ど
の
書
物
の
行

列
を
う
ら
や
ま
し
そ
う
に
眺
め
た
。
積
ま
れ
て
い
る
書
物
の
数
は
一
年
前
の
倍
ほ
ど

に
達
し
て
い
た
。
こ
の
部
屋
に
最
初
に
来
た
と
き
に
佐
智
の
心
を
奪
っ
た
ベ
ッ
ド
や 

Ａ
⑴

＊

Ｂ
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の
物
語
を
佐
智
は
今
度
は
期
待
を
こ
め
て
三
郎
叔
父
に
渡
し
た
。
彼
は
ご
ほ
ご
ほ
咳せ

き

を
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
受
け
と
っ
た
。
目
が
落
ち
く
ぼ
み
、
額
に
深
い
し
わ
が
寄
っ

て
い
た
。
机
の
上
に
広
げ
ら
れ
た
ま
ま
の
原
稿
用
紙
が
一
字
も
埋
ま
っ
て
い
な
い
の

を
佐
智
は
ち
ら
り
と
見
と
ど
け
た
。
佐
智
は
三
郎
叔
父
の
仕
事
を
邪じ
ゃ

魔ま

し
た
こ
と
を

知
っ
た
が
、
自
分
の
こ
と
に
い
っ
ぱ
い
で
詫わ

び
言ご

と

を
い
う
余
裕
が
な
か
っ
た
。
し
か

し
そ
の
後
、
彼
は
姪
の
つ
く
っ
た
物
語
に
は
全
然
触
れ
な
か
っ
た
。
き
っ
と
よ
い
出

来
で
は
な
か
っ
た
ん
だ
、
と
佐
智
は
落ら
く

胆た
ん

し
た
。
だ
か
ら
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
ん

だ
。
一
時
的
に
切
り
開
か
れ
た
霧き

り

の
カ
ー
テ
ン
が
ふ
た
た
び
縫ぬ

い
あ
わ
さ
れ
、
佐
智 

は
元
ど
お
り
の
ダ
ー
ク
ブ
ル
ー
少
女
と
な
っ
た
。
内
心
を
だ
れ
に
も
打
ち
あ
け
ず
、

他
人
を
ゆ
き
ず
り
の
人
間
と
考
え
る
く
せ
が
い
つ
の
ま
に
か
つ
い
て
い
た
。

ま
っ
た
く
突
然
に
、
佐
智
宛あ
て

に
児
童
向
き
文
芸
雑
誌
が
送
ら
れ
て
き
た
。
目
次
を

開
く
と
、
真
ん
中
ご
ろ
に
自
分
の
名
前
が
出
て
い
た
。
と
て
も
大
き
く
て
黒
々
と
し

た
活
字
だ
っ
た
。
手
が
震
え
る
の
で
何
度
も
失
敗
し
た
あ
と
で
、
や
っ
と
そ
の
ペ
ー

ジ
を
見
つ
け
た
。
三
郎
叔
父
に
渡
し
た
物
語
の
一
つ
が
、
ま
る
で
自
分
の
作
品
で
は 

な
い
よ
う
な
顔
を
し
て
載
っ
て
い
た
。
終
り
に
国
語
の
教
科
書
で
佐
智
も
知
っ
て
い

る
小
説
家
の
Ｋ
氏
が
感
想
を
書
い
て
い
た
。

『
素
直
な
感
受
性
』『
し
か
し
美
文
調
の
飾か
ざ

り
が
め
だ
ち
ま
す
。』

佐
智
は
考
え
こ
む
ひ
ま
も
な
く
、
階
下
に
駆か

け
お
り
て
三
郎
叔
父
の
部
屋
を
ノ
ッ

ク
し
た
。

「
そ
う
か
い
、
Ｋ
さ
ん
が
選
ん
で
く
れ
た
ん
だ
ね
。
そ
れ
は
よ
か
っ
た
ね
。
で
も
も

う
一
つ
の
ほ
う
…
…
あ
の
底
な
し
の
水
た
ま
り
の
話
、
あ
れ
は
ど
う
し
た
ん
だ
ろ
う

ね
。」
と
彼
は
何
度
も
言
い
、
首
を
か
し
げ
た
。
佐
智
に
し
て
み
れ
ば
、
二
つ
の
う

ち
一
つ
で
も
載
せ
て
く
れ
た
こ
と
だ
け
で
十
分
な
の
に
、
三
郎
叔
父
は
自
分
が
気
に

⑶

Ｃ

＊

「
あ
の
…
…
ち
ょ
っ
と
だ
け
叔
父
さ
ん
に
読
ん
で
も
ら
お
う
と
思
っ
た
の
…
…
で
も

別
に
…
…
。」

「
ほ
う
。」
と
彼
は
も
う
一
度
楽
し
そ
う
に
言
っ
た
。

「
サ
ッ
ち
ゃ
ん
が
書
い
た
の
か
。
二
、
三
日
借
り
て
お
い
て
い
い
だ
ろ
う
ね
。
そ
の

ほ
う
が
ゆ
っ
く
り
読
め
る
か
ら
ね
。」

そ
れ
か
ら
彼
は
紅
茶
が
さ
め
ぬ
う
ち
に
早
く
お
あ
が
り
、
と
姪
を
う
な
が
し
た
。

数
日
後
、
登
校
し
よ
う
と
靴く
つ

を
は
い
て
い
た
佐
智
の
背
中
に
、
扉
を
半
開
き
に
し

て
顔
を
出
し
た
三
郎
叔
父
が
話
し
か
け
た
。

「
手て

風ふ
う

琴き
ん

と
男
の
子
の
話
は
面お

も

白し
ろ

か
っ
た
よ
。
少
し
直
せ
ば
使
え
る
と
思
う
な
あ
。

も
う
二
つ
三
つ
書
い
て
叔
父
さ
ん
に
見
せ
て
ご
ら
ん
。
ホ
ン
屋
に
頼
ん
で
あ
げ
よ

う
。」一

日
中
、
胸
の
中
に
し
ま
い
こ
ん
だ
秘
密
が
、
外
に
も
れ
や
し
ま
い
か
と
び
く
び

く
し
、
友
だ
ち
に
な
ぜ
そ
ん
な
怖
い
顔
を
し
て
い
る
の
、
と
た
ず
ね
ら
れ
る
始
末

だ
っ
た
。

「
サ
チ
は
い
っ
た
い
何
を
ぽ
う
っ
と
考
え
て
い
る
ん
だ
い
？
」
と
父
親
が
た
ず
ね
た
。

「
夢
み
る
年
ご
ろ
な
の
で
し
ょ
う
。」
と
母
親
が
言
っ
た
。

佐
智
は
ま
た
鉛
筆
を
握
り
し
め
て
書
き
は
じ
め
た
。
夢
中
に
な
り
す
ぎ
る
と
、
粗そ

悪あ
く

な
鉛
筆
の
芯し

ん

は
す
ぐ
折
れ
た
。
あ
ま
り
鉛
筆
が
減
る
の
で
母
親
は
ま
ず
い
顔
を
し

た
が
、
口
に
は
出
さ
な
か
っ
た
。
彼
女
が
自
分
を
認
め
て
く
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ

て
、
佐
智
は
元
気
を
取
り
戻
し
た
。
今
度
は
暴
風
雨
の
吹
き
す
さ
ぶ
海
の
上
の
引ひ
き

揚あ
げ

船せ
ん

の
話
を
書
い
た
。
も
う
一
つ
は
登
校
途
中
で
見
か
け
た
水
た
ま
り
の
話
だ
っ
た
。

そ
の
と
き
水
た
ま
り
は
、
底
な
し
の
穴
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
だ
っ
た
。
短
い
二
つ

＊⑵
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〔
問
1
〕　

そ
の
言
葉
に
励
ま
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
勇
気
を
奪
わ
れ
て
佐
智
は
後
じ
さ

り
し
た
。
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
佐
智
の
気
持
ち
と
し
て
最
も
適
切
な
の

は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア
　
自
分
の
内
に
秘ひ

め
た
悩な

や

み
を
誰
か
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
に
正

直
に
な
り
、
思
い
切
っ
て
三
郎
叔
父
を
訪
ね
た
が
、
部
屋
の
扉
を
開
け
た
と
き
の

意
外
そ
う
な
声
を
聞
い
て
消
極
的
に
な
っ
て
い
る
。

イ
　
自
分
だ
け
の
た
め
に
大
切
に
し
ま
っ
て
お
い
た
物
語
を
、
母
親
に
勧す
す

め
ら
れ
て

し
ぶ
し
ぶ
三
郎
叔
父
に
読
ん
で
も
ら
う
こ
と
に
し
た
が
、
急
に
言
葉
を
掛
け
ら
れ

て
叔
父
を
訪
ね
た
こ
と
を
後
悔
し
て
い
る
。

ウ
　
自
分
が
書
い
た
物
語
を
三
郎
叔
父
に
読
ん
で
も
ら
お
う
と
一
度
は
決
意
し
て
部

屋
を
訪
ね
た
も
の
の
、
い
ざ
本
人
の
前
に
立
っ
て
用
事
を
聞
か
れ
る
と
決
意
が
揺ゆ

ら
ぎ
、
言
い
出
す
の
を
た
め
ら
っ
て
い
る
。

エ
　
自
分
が
物
語
を
書
い
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
母
親
か
ら
矛
盾
す
る
二
つ
の

感
情
を
指
摘
さ
れ
、
迷
っ
た
末
に
三
郎
叔
父
に
相
談
し
よ
う
と
決
め
た
が
、
思
い

が
け
ず
問と

い
詰つ

め
ら
れ
て
お
じ
け
づ
い
て
い
る
。

〔
問
2
〕　

一
日
中
、
胸
の
中
に
し
ま
い
こ
ん
だ
秘
密
が
、
外
に
も
れ
や
し
ま
い
か
と

び
く
び
く
し
、
友
だ
ち
に
な
ぜ
そ
ん
な
怖
い
顔
を
し
て
い
る
の
、
と
た
ず
ね

ら
れ
る
始
末
だ
っ
た
。
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
佐
智
の
様
子
を
説
明
し
た

も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

⑴⑵

入
っ
た
作
品
が
選
ば
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
不
満
を
抱
い
た
よ
う
だ
っ
た
。
そ
れ
で
も

彼
の
祝
福
は
彼
女
の
喜
び
を
倍
加
さ
せ
た
。
佐
智
は
二
階
に
駆
け
も
ど
り
、
迷め

い

惑わ
く

そ 
う
な
ジ
ャ
ッ
ク
の
両
手
を
握
っ
て
フ
ォ
ー
ク
ダ
ン
ス
を
踊
っ
た
。
そ
れ
か
ら
肘ひ

じ

か
け

椅い

子す

に
深
々
と
身
体
を
沈
め
る
と
、
う
っ
と
り
と
自
分
の
書
い
た
物
語
を
再
読
し
は

じ
め
た
。
半
ば
ま
で
来
た
と
き
、
舞
い
あ
が
っ
た
気
持
が
そ
の
ま
ま
の
勢
い
で
落
下

す
る
の
を
感
じ
た
。
書
き
手
の
と
き
に
は
熱
に
う
か
さ
れ
て
い
た
物
語
は
、
読
み
手

に
な
っ
て
み
る
と
空
疎
で
白
々
し
か
っ
た
。〝
赤
い
本
〞
の
古
風
な
物
語
の
ど
れ
一

つ
に
も
及
ば
ぬ
く
ら
い
退
屈
だ
っ
た
。『
美
文
調
の
飾
り
』。
最
後
の
と
ど
め
の
よ
う

に
こ
の
言
葉
が
佐
智
を
刺
し
貫つ
ら

ぬ
い
た
。
矢や

尻じ
り

に
逆
だ
っ
た
刻
み
が
あ
る
よ
う
に
、

食
い
こ
ん
だ
ら
も
う
抜
け
な
か
っ
た
。
指し

摘て
き

さ
れ
る
ま
で
も
な
く
佐
智
は
、
自
分
が

〈
美
文
調
〉
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
知
っ
て
い
た
。
そ
し
て
文
章
は
そ
の
自
分
か
ら

生
ま
れ
る
の
だ
。
Ｋ
と
い
う
人
は
何
と
怖
い
小
説
家
な
の
だ
ろ
う
。

（
加
藤
幸
子
「
時
の
筏
」
に
よ
る
）

〔
注
〕 

な
ぜ
て

な
で
て
。

 

霞か
す
み

佐
智
の
叔
母
の
名
前
。

 

希け

有う

非
常
に
ま
れ
で
あ
る
様
子
。

 

手て

風ふ
う

琴き
ん

ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
。

 

美
文
調

美
し
い
語
句
で
飾
っ
て
書
い
た
文
章
。

 

空
疎

見
せ
か
け
ば
か
り
で
、
中
身
が
な
い
こ
と
。

 

〝
赤
い
本
〞　　

 　

祖
母
の
部
屋
に
置
い
て
あ
り
、
佐
智
が
熱
心
に
読
ん
で

い
た
本
。

Ｄ

＊

＊

⑷
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ウ
　
三
郎
叔
父
に
勧
め
ら
れ
た
題
材
で
物
語
を
書
き
、
高
い
評
価
が
も
ら
え
る
こ
と

を
期
待
し
て
渡
し
た
が
、
叔
父
に
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
出
来
だ
っ
た
こ
と

に
が
っ
か
り
し
、
自
分
も
書
い
た
こ
と
を
忘
れ
よ
う
と
決
意
し
た
様
子
。

エ
　
三
郎
叔
父
と
の
や
り
と
り
の
後
、
ひ
と
と
き
の
希
望
が
生
ま
れ
て
い
た
が
、
期

待
を
込
め
て
渡
し
た
新
し
い
物
語
に
つ
い
て
叔
父
か
ら
何
の
言
葉
も
な
か
っ
た
た

め
に
深
く
気
落
ち
し
、
再
び
他
人
に
対
し
て
心
を
閉
ざ
し
て
し
ま
っ
た
様
子
。

〔
問
4
〕　

Ｋ
と
い
う
人
は
何
と
怖
い
小
説
家
な
の
だ
ろ
う
。
と
あ
る
が
、
佐
智
が
こ

の
よ
う
に
感
じ
た
わ
け
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア
　
書
き
手
の
と
き
か
ら
薄
々
気
付
い
て
い
た
物
語
の
内
容
の
乏と
ぼ

し
さ
を
客
観
的
に

読
ん
で
改
め
て
実
感
し
た
が
、
Ｋ
に
、
立
ち
直
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
物
語
の

本
質
を
鋭
く
言
い
当
て
ら
れ
た
と
感
じ
た
か
ら
。

イ
　
初
め
て
読
み
手
の
立
場
に
な
り
、
自
分
の
物
語
は
人
を
魅み

了り
ょ
う

す
る
力
が
な
い

こ
と
を
知
っ
た
が
、
物
語
を
一
度
読
ん
だ
だ
け
の
Ｋ
に
ひ
と
り
よ
が
り
で
孤
独
な

自
分
の
心
を
察
知
さ
れ
た
と
感
じ
た
か
ら
。

ウ
　
冷
静
に
な
っ
て
読
ん
だ
と
き
に
初
め
て
自
分
の
物
語
に
魅
力
が
感
じ
ら
れ
な
い

こ
と
に
気
付
い
た
が
、
面
識
が
な
い
Ｋ
に
、
物
語
を
通
し
て
自
分
の
内
面
の
乏
し

さ
を
も
見
抜
か
れ
た
と
感
じ
た
か
ら
。

エ
　
改
め
て
読
ん
で
み
る
と
自
分
で
も
が
っ
か
り
す
る
ほ
ど
の
内
容
の
薄
い
物
語
で

は
あ
る
が
、
Ｋ
の
感
想
は
他
人
の
作
品
に
非
常
に
批
判
的
で
あ
り
、
人
の
心
を
気

に
留
め
な
い
冷れ
い

酷こ
く

さ
が
あ
る
と
感
じ
た
か
ら
。

⑷

ア
　
三
郎
叔
父
に
物
語
の
才
能
が
あ
る
と
言
わ
れ
、
他
の
作
品
も
書
く
よ
う
に
勧
め

ら
れ
た
こ
と
を
喜
ん
だ
が
、「
ホ
ン
屋
」
に
つ
い
て
は
秘
密
の
こ
と
な
の
で
、
誰

か
に
話
し
た
い
気
持
ち
を
抑
え
て
沈ち
ん

黙も
く

を
守
り
続
け
て
い
る
様
子
。

イ
　
三
郎
叔
父
に
自
分
の
物
語
を
褒ほ

め
ら
れ
、「
ホ
ン
屋
」
の
こ
と
を
言
わ
れ
て
心

に
生
じ
た
ひ
そ
か
な
思
い
が
人
に
知
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
、
表
に
出
て
し

ま
わ
な
い
よ
う
に
と
気
を
つ
け
て
表
情
が
硬
く
な
っ
て
い
る
様
子
。

ウ
　
三
郎
叔
父
に
自
分
の
物
語
の
面
白
さ
を
認
め
て
も
ら
い
、
も
っ
と
書
く
よ
う
に

と
勧
め
ら
れ
た
た
め
、
こ
っ
そ
り
と
早
く
書
き
上
げ
て
「
ホ
ン
屋
」
に
頼
ん
で
も

ら
お
う
と
思
い
立
ち
、
集
中
し
て
構
想
を
練ね

っ
て
い
る
様
子
。

エ
　
三
郎
叔
父
に
見
せ
た
物
語
を
少
し
直
せ
ば
「
ホ
ン
屋
」
に
頼
ん
で
あ
げ
る
と
約

束
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
は
、
ま
だ
誰
に
も
話
せ
な
い
秘
密
で
あ
り
、
友
人
を
寄
せ

付
け
な
い
た
め
に
あ
え
て
こ
わ
ば
っ
た
表
情
を
見
せ
て
い
る
様
子
。

〔
問
3
〕　

一
時
的
に
切
り
開
か
れ
た
霧き

り

の
カ
ー
テ
ン
が
ふ
た
た
び
縫ぬ

い
あ
わ
さ
れ
、 

佐
智
は
元
ど
お
り
の
ダ
ー
ク
ブ
ル
ー
少
女
と
な
っ
た
。
と
あ
る
が
、
こ
の
と

き
の
佐
智
の
様
子
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち

で
は
ど
れ
か
。

ア
　
三
郎
叔
父
と
物
語
に
つ
い
て
話
し
た
後
、
新
た
な
気
持
ち
で
物
語
を
書
き
期
待

を
込
め
て
渡
し
た
が
、
仕
事
の
邪
魔
を
し
た
こ
と
を
謝あ
や
ま

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

自
分
を
恥
じ
て
、
以
前
の
よ
う
に
他
人
と
の
交
わ
り
を
控ひ

か

え
よ
う
と
す
る
様
子
。

イ
　
三
郎
叔
父
に
物
語
を
褒
め
ら
れ
た
こ
と
で
自
信
が
生
ま
れ
、
期
待
を
込
め
て
新

し
い
物
語
を
渡
し
た
が
、
あ
ま
り
良
い
出
来
で
は
な
か
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
深
く

傷
付
き
、
二
度
と
誰
に
も
物
語
を
見
せ
ま
い
と
強
く
心
に
決
め
て
い
る
様
子
。

⑶
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〔
問
6
〕　
本
文
の
内
容
や
表
現
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
適
切
な
も
の

を
、
次
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア
　
本
文
は
佐
智
が
物
語
を
三
郎
叔
父
に
見
せ
る
ま
で
と
見
せ
た
後
の
大
き
く
二
つ

の
場
面
に
分
け
ら
れ
、
ど
ち
ら
の
場
面
で
も
物
語
を
通
し
て
他
者
と
関
わ
る
こ
と

に
よ
っ
て
様
々
に
変
化
す
る
佐
智
の
心
情
を
描
い
て
い
る
。

イ
　
本
文
が
佐
智
の
家
族
だ
け
で
な
く
親
戚
も
一
緒
に
住
ん
で
い
る
と
い
う
設
定
で

書
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
様
々
な
人
物
の
視
点
か
ら
物
語
が
描
か
れ
、
視
点
が
変

化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
場
面
の
転
換
も
示
さ
れ
て
い
る
。

ウ
　
本
文
に
佐
智
と
様
々
な
人
物
と
の
会
話
文
が
多
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
物
語

が
テ
ン
ポ
良
く
進
み
、
佐
智
の
心
情
が
目
ま
ぐ
る
し
く
移
り
変
わ
り
な
が
ら
物
事

を
肯こ
う

定て
い

的て
き

に
捉と

ら

え
る
よ
う
に
な
る
様
子
を
表
し
て
い
る
。

エ
　
本
文
で
は
佐
智
の
心
情
や
性
格
に
つ
い
て
の
直
接
的
な
描
写
を
せ
ず
に
、「
佐

智
は
消
え
い
り
そ
う
な
声
で
言
っ
た
」
や
「
矢や

尻じ
り

に
逆
だ
っ
た
刻
み
が
あ
る
よ
う

に
」
な
ど
の
比
喩
を
用
い
て
暗
示
的
に
示
し
て
い
る
。

〔
問
5
〕　
本
文
中
の
表
現
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
次
の
う

ち
か
ら
選
べ
。

ア
　
そ
れ
に
自
分
の
書
い
た
物
語
は
、
自
分
の
指
や
髪か
み

や
爪つ

め

や
唇

く
ち
び
る

と
同
じ
よ
う
な 

も
の
だ
と
い
う
気
が
し
た
。
は
、
佐
智
の
書
い
た
物
語
が
単
に
紙
に
書
か
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
身
体
の
一
部
と
同
様
に
隠
し
て
お
き
た
い
も
の
で
あ
り
、
決
し
て

誰
に
も
読
ま
せ
た
く
な
い
と
い
う
強
い
気
持
ち
を
比
喩
を
用
い
て
表
し
て
い
る
。

イ
　
こ
の
部
屋
に
最
初
に
来
た
と
き
に
佐
智
の
心
を
奪
っ
た
ベ
ッ
ド
や
家
具
は
、 

け
っ
し
て
古
ぼ
け
た
わ
け
で
は
な
い
の
に
光こ

う

彩さ
い

を
放
た
な
く
な
っ
て
い
た
。
は
、

ベ
ッ
ド
や
家
具
が
光
彩
を
放
た
な
く
な
っ
た
と
い
う
表
現
を
用
い
て
、
佐
智
が
以

前
強
く
ひ
か
れ
て
い
た
も
の
へ
の
興
味
を
失
っ
た
こ
と
を
表
し
、
今
は
物
語
や
書

物
の
世
界
に
心
を
奪
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。

ウ
　
三
郎
叔
父
に
渡
し
た
物
語
の
一
つ
が
、
ま
る
で
自
分
の
作
品
で
は
な
い
よ
う
な 

顔
を
し
て
載
っ
て
い
た
。
は
、
佐
智
が
自
分
の
書
い
た
物
語
を
他
人
の
も
の
で
あ

る
か
の
よ
う
に
客
観
的
に
見
て
、
審し

ん

査さ

員い
ん

の
よ
う
な
公
平
さ
で
内
容
を
批
評
し
て

い
る
こ
と
を
、
人
間
で
な
い
も
の
を
人
に
な
ぞ
ら
え
る
擬ぎ

人じ
ん

法ほ
う

を
用
い
る
こ
と
で

分
か
り
や
す
く
表
し
て
い
る
。

エ
　
佐
智
は
二
階
に
駆
け
も
ど
り
、
迷め
い

惑わ
く

そ
う
な
ジ
ャ
ッ
ク
の
両
手
を
握
っ
て 

フ
ォ
ー
ク
ダ
ン
ス
を
踊
っ
た
。
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
の
様
子
と
歓
喜
す
る
佐
智
の
様
子

を
対
比
的
に
表
し
、
佐
智
が
文
芸
雑
誌
に
作
品
が
掲け

い

載さ
い

さ
れ
た
こ
と
よ
り
も
三
郎

叔
父
か
ら
の
祝
福
に
大
き
な
喜
び
を
感
じ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ＡＢＣＤ
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な
か
た
ち
の
交
換
の
「
困
難
」
―
―
し
か
も
今
度
は
、
次
元
の
異
な
っ
た
ふ
た
つ
の

形
態
の
「
困
難
」
―
―
を
ま
ね
き
よ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
商
品
は
貨
幣
を
恋こ

い

慕し
た

い
、

貨
幣
は
商
品
を
恋
慕
う
。
だ
が
、

ま
こ
と
の
恋
が
な
め
ら
か
に
進
ん
だ
た
め
し
は
な
い
。

 

（
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
『
真
夏
の
夜
の
夢
』。『
資
本
論
』
に
引
用
）

不
幸
な
こ
と
に
、
売
る
こ
と
に
も
買
う
こ
と
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
交
換
の

「
困
難
」
が
ま
ち
う
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

じ
っ
さ
い
、
い
く
ら
貨
幣
な
る
も
の
が
人
類
の
記き

憶お
く

も
定さ

だ

か
で
は
な
い
太
古
の

「
奇
跡
」
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
だ
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
け
っ
し
て
ひ
と
び
と

の
日
常
的
な
行
い
か
ら
超
越
し
た
イ
デ
ア
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
が
歴
史
の

な
か
で
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
歴
史
の
な
か
で
病や

み
、
歴
史
の
な

か
で
死
ぬ
可
能
性
を
も
つ
。
貨
幣
が
貨
幣
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
は
人
間
に
よ
る

日
々
の
売
り
買
い
に
よ
っ
て
、
た
え
ず
貨
幣
と
し
て
確か
く

認に
ん

さ
れ
、
た
え
ず
貨
幣
と
し

て
更こ

う

新し
ん

さ
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
貨
幣
は
日
々
貨
幣
に
な
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。「
奇
跡
」
は
日
々
く
り
か
え
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。売

り
か
ら
買
い
、
買
い
か
ら
売
り
と
い
う
循じ
ゅ
ん

環か
ん

運
動
が
円え

ん

滑か
つ

に
く
り
か
え
さ
れ

て
い
る
か
ぎ
り
、
ひ
と
び
と
は
、
じ
ぶ
ん
た
ち
が
そ
の
な
か
で
日
々
売
り
買
い
に
は

げ
ん
で
い
る
商
品
世
界
の
存
在
を
自
明
な
も
の
と
し
て
疑
う
こ
と
は
な
い
。
だ
が
、 

こ
の
無
限
の
循
環
運
動
の
ど
こ
か
に
狂く
る

い
が
生
じ
た
と
き
、
は
じ
め
て
そ
の
存
在
の 

歴
史
性
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

＊

＊

Ｂ

⑴

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。（
＊

印
の
付
い
て
い
る
言
葉

に
は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

す
で
に
「
奇
跡
」
は
お
き
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
貨か

幣へ
い

が
「
あ
る
」
世
界
の

な
か
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
貨
幣
と
は
、
一
般
化
さ
れ
た
交
換
の
媒ば

い

介か
い

と
し

て
、
欲
望
の
二
重
の
一い

っ

致ち

の
な
い
と
こ
ろ
で
も
商
品
と
商
品
と
の
交
換
を
可
能
に
す

る
。
ど
の
よ
う
に
特と

く

殊し
ゅ

な
商
品
を
も
っ
て
い
る
ひ
と
も
、
ど
の
よ
う
に
特
殊
な
商
品

を
欲ほ

っ

し
て
い
る
ひ
と
も
、
貨
幣
を
媒
介
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
商
品
交
換
の
場
に
参

加
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
じ
ぶ
ん
の
手
元
に
あ
る
商
品
を
欲
し
て
い
る
ひ
と
さ

え
見
つ
か
れ
ば
、
貨
幣
と
ひ
き
か
え
に
そ
の
商
品
を
手
わ
た
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず

で
あ
り
、
つ
ぎ
に
じ
ぶ
ん
の
欲
し
て
い
る
商
品
を
も
っ
て
い
る
ひ
と
さ
え
見
つ
か
れ

ば
、
貨
幣
と
ひ
き
か
え
に
そ
の
商
品
を
も
ら
い
う
け
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

商
品
を
手
ば
な
し
て
貨
幣
を
手
に
い
れ
る
こ
と
を
一
般
に
は
商
品
を
「
売
る
」
と

い
い
、
貨
幣
を
手
ば
な
し
て
商
品
を
手
に
い
れ
る
こ
と
を
一
般
に
は
商
品
を
「
買

う
」
と
い
う
。
商
品
と
商
品
と
の
交
換
が
、
貨
幣
の
媒
介
に
よ
っ
て
、
売
り
と
買
い

と
に
分
離
さ
れ
る
。
ひ
と
び
と
は
売
っ
て
買
う
よ
う
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果

と
し
て
、
手
も
と
の
不
用
な
商
品
が
本
当
に
欲
し
い
商
品
へ
と
交
換
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。

売
り
と
買
い
の
分
離
―
―
そ
れ
は
、
商
品
と
商
品
と
の
あ
い
だ
の
直
接
的
な
交
換

の
「
困
難
」
を
回か
い

避ひ

し
、
商
品
世
界
を
商
品
世
界
と
し
て
成
立
さ
せ
る
。
そ
れ
は
、

マ
ル
ク
ス
の
言
葉
を
借
り
る
と
、「
社
会
的
な
物
質
代
謝
の
局
地
的
で
原
生
的
で
、

先
祖
伝
来
の
つ
つ
し
み
ぶ
か
い
、
の
ん
び
り
と
し
て
愚ぐ

昧ま
い

な
諸
制
限
を
打
ち
破
る
」

力
を
も
つ
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
、
そ
の
商
品
世
界
の
な
か
に
新
た

3
Ａ

＊

＊
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た
商
品
世
界
が
、
モ
ノ
の
た
ん
な
る
寄
せ
集
め
の
状
態
へ
と
ひ
き
も
ど
さ
れ
て
し
ま

う
、
商
品
世
界
そ
の
も
の
の
解
体
の
可
能
性
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

買
う
と
い
う
こ
と
の
困
難
が
は
ら
む
商
品
世
界
そ
の
も
の
の
解
体
の
可
能
性
―
―

わ
れ
わ
れ
の
目
的
は
、
ま
さ
に
こ
の
恐
慌
と
い
う
意
味
で
の
危
機
以
上
に
危
機
的
な

危
機
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
た
め
に
は
い
さ

さ
か
の
準
備
が
い
る
。

ひ
と
つ
の
市
場
を
考
え
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
ど
の
商
品
も
、
ひ
と
つ
何
円
と

い
う
価
格
が
書
き
こ
ま
れ
た
値
札
と
と
も
に
登
場
す
る
。（
こ
こ
で
は
、
多
く
の
生

産
物
の
よ
う
に
、
商
品
の
価
格
は
そ
の
売
り
手
が
設
定
す
る
と
い
う
仮
定
を
し
て
い

る
。）
も
ち
ろ
ん
、
人
間
が
舞
台
に
登
場
し
た
後
の
世
界
で
は
、
商
品
は
そ
の
ま
ま

で
は
た
ん
な
る
モ
ノ
で
あ
る
。
商
品
に
ど
の
よ
う
に
立
派
な
値
札
が
つ
け
ら
れ
て
い

よ
う
と
も
、
そ
れ
は
、
財さ
い

布ふ

の
な
か
に
貨
幣
を
も
っ
て
い
る
他
の
人
間
に
よ
っ
て
買

わ
れ
な
け
れ
ば
、
価
値
の
に
な
い
手
と
し
て
の
商
品
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で

あ
る
。

だ
が
、
商
品
の
値
札
に
書
き
こ
ま
れ
た
価
格
は
、
市
場
の
需じ
ゅ

給き
ゅ
う

に
か
ん
す
る
売

り
手
の
期
待
に
も
と
づ
い
た
主
観
的
な
評
価
で
し
か
な
い
。
主
観
は
あ
く
ま
で
も
主

観
で
あ
る
。
そ
れ
が
買
い
手
の
需
要
を
売
り
手
の
供
給
と
ち
ょ
う
ど
等
し
く
さ
せ
る

価
格
で
あ
る
と
い
う
客
観
的
な
保
証
は
ど
こ
に
も
存
在
し
て
い
な
い
。
あ
る
い
は
、

マ
ル
ク
ス
流
に
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
が
商
品
の
生
産
の
た
め
の
社
会
的
な
必
要
労

働
時
間
を
正
確
に
反
映
し
て
い
る
と
い
う
客
観
的
な
保
証
は
ど
こ
に
も
存
在
し
て
い

な
い
。
買
い
手
が
財
布
か
ら
貨
幣
を
だ
し
て
じ
っ
さ
い
に
商
品
を
買
っ
て
く
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
売
り
手
の
主
観
的
な
評
価
と
し
て
の
商
品
の
価
格
が
客
観

的
な
判
定
を
う
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
買
い
手
の
心
の
な
か
も

Ⅰ

Ⅱ

売
る
こ
と
の
困
難
と
は
、
商
品
を
貨
幣
に
交
換
す
る
こ
と
の
困
難
で
あ
る
。
た
ん

な
る
モ
ノ
が
価
値
あ
る
商
品
と
な
る
こ
と
の
困
難
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ

う
。
恐き
ょ
う

慌こ
う

と
は
、
あ
る
日
と
つ
ぜ
ん
商
品
世
界
全
体
が
需じ

ゅ

要よ
う

不
足
に
お
ち
い
り
、

す
べ
て
の
売
り
手
が
同
時
に
売
る
こ
と
の
困
難
に
直
面
し
て
し
ま
う
事
態
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
全
般
的
な
需
要
不
足
の
状
態
が
そ
の
後
一
定
期
間
ひ
き
つ

づ
く
と
き
、
そ
れ
は
一
般
に
不
況
と
よ
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
マ
ル
ク

ス
の
い
う
「
過か

剰じ
ょ
う

生
産
」
と
は
、
こ
こ
で
い
う
全
般
的
な
需
要
不
足
の
状
態
に
対

応
し
て
い
る
。

こ
れ
に
た
い
し
て
、
買
う
こ
と
の
困
難
と
は
、
貨
幣
を
商
品
に
交
換
す
る
こ
と
の

困
難
で
あ
る
。
イ
ン
フ
レ
的
熱ね

っ

狂き
ょ
う

と
は
、
商
品
世
界
全
体
が
需
要
過
剰
と
な
り
、

ま
さ
に
す
べ
て
の
買
い
手
が
買
う
こ
と
の
困
難
に
直
面
し
て
い
る
事
態
に
ほ
か
な
ら

な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
は
あ
る
非ひ

対た
い

称し
ょ
う

性せ
い

が
隠
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
マ

ル
ク
ス
は
、
全
般
的
な
過
剰
生
産
と
し
て
の
恐
慌
に
た
い
し
て
、
危
機
と
い
う
呼
び

名
を
あ
た
え
て
い
た
。
だ
が
、
じ
つ
は
、
買
う
こ
と
の
困
難
の
な
か
に
は
、
売
る
こ

と
の
困
難
の
た
ん
な
る
裏
返
し
に
と
ど
ま
ら
な
い
困
難
、
恐
慌
と
い
う
意
味
で
の
危

機
以
上
の
危
機
を
は
ら
ん
で
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
イ
ン
フ
レ
的
な
熱

狂
が
さ
ら
な
る
熱
狂
を
よ
び
、
物
価
と
賃
金
が
加
速
度
的
に
高こ
う

騰と
う

し
て
い
く
ハ
イ

パ
ー
・
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
よ
ば
れ
る
事
態
に
ま
で
進
展
し
た
と
き
、
そ
れ
ま
で

貨
幣
と
し
て
流
通
し
て
い
た
金
属
の
か
け
ら
や
紙
の
き
れ
は
し
や
電
磁
気
的
な
パ
ル

ス
が
そ
の
ま
ま
貨
幣
と
し
て
流
通
し
つ
づ
け
て
い
く
こ
と
が
困
難
と
な
る
転
機
が
と

つ
ぜ
ん
お
と
ず
れ
る
。
貨
幣
が
貨
幣
で
あ
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
と
い
っ
て
も
よ
い

だ
ろ
う
。
そ
れ
は
同
時
に
、
貨
幣
の
媒
介
に
よ
っ
て
そ
の
統
一
性
が
維い

持じ

さ
れ
て
き

Ｃ

⑵

＊
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だ
が
、
跳
ぶ
ま
え
に
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
し
か
に
、
ひ
と
つ
の
市
場
だ
け

を
見
て
い
る
か
ぎ
り
、
価
格
の
調
整
は
需
要
と
供
給
と
を
自
動
的
に
均
衡
さ
せ
て
い

く
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
資
本
主
義
社
会
の
な
か
に
お
い
て
は
、
ひ
と

つ
の
市
場
は
孤
立
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ほ
か
の
す
べ
て
の
市

場
と
と
も
に
、
価
格
を
通
じ
て
お
た
が
い
に
依い

存そ
ん

し
あ
う
膨
大
に
ひ
ろ
が
っ
た
網
の

目
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
市
場
に
お
け
る
価
格
の
変
化
は
、
ほ
か

の
す
べ
て
の
市
場
の
需
給
に
影
響
を
あ
た
え
、
そ
こ
で
の
価
格
の
変
化
を
誘ゆ
う

発は
つ

し
て

し
ま
う
。
ほ
か
の
す
べ
て
の
市
場
に
お
け
る
価
格
の
変
化
は
、
今
度
は
も
と
の
市
場

の
需
給
に
影
響
を
あ
た
え
か
え
し
、
そ
の
市
場
に
お
い
て
さ
ら
な
る
価
格
の
変
化
を

う
な
が
す
こ
と
に
な
る
。
市
場
と
市
場
と
の
あ
い
だ
の
相
互
依
存
の
網
の
目
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
市
場
の
内
部
で
の
価
格
の
調
整
に
よ
る
均
衡
化
へ
の
傾
向
に
た
い
し
て
、

な
ん
ら
か
の
干か
ん

渉し
ょ
う

作
用
を
お
よ
ぼ
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
全
体
は
部
分
の
た
ん

な
る
総
和
で
は
な
く
、
他
の
事
情
は
け
っ
し
て
一
定
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
ひ
と
つ
の
市
場
の
な
か
で
の
商
品
の
跳
躍
だ
け
を
な
が
め
て
い
て
も

し
よ
う
が
な
い
。
す
べ
て
の
市
場
で
無
数
に
お
こ
な
わ
れ
る
商
品
の
跳
躍
を
、
同
時

に
見
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
は
じ
め
て
、
そ
れ
ら
が
ほ 

ん
と
う
に
命
が
け
の
も
の
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

（
岩
井
克
人
「
貨
幣
論
」
に
よ
る
）

〔
注
〕 

マ
ル
ク
ス

十
九
世
紀
ド
イ
ツ
の
経
済
学
者
・
哲て

つ

学が
く

者し
ゃ

。

 

愚ぐ

昧ま
い

知
識
程
度
が
低
く
、
も
の
の
道
理
が
分
か
ら
な
い
様
子
。

 
『
資
本
論
』

マ
ル
ク
ス
の
著
作
。

 
イ
デ
ア

観
念
・
理
念
。

 

パ
ル
ス

瞬
間
的
に
切
れ
た
り
流
れ
た
り
し
て
続
く
電
流
。

⑷

Ｄ

財
布
の
な
か
も
、
あ
ら
か
じ
め
見
て
お
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

見
る
ま
え
に
跳と

ば
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
商
品
を
売
る
と
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
マ
ル

ク
ス
に
な
ら
っ
て
茶
化
し
て
い
え
ば
、
商
品
に
「Salto m

ortale

（
と
ん
ぼ
返

り
）」、
直
訳
す
れ
ば
「
命
が
け
の
跳ち

ょ
う

躍や
く

」
を
強し

い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。「
こ
の
跳

躍
に
失
敗
す
れ
ば
、
商
品
に
と
っ
て
は
痛
く
な
い
が
、
商
品
所
有
者
に
と
っ
て
は
た

し
か
に
痛
い
」。
値
札
に
書
き
こ
ま
れ
た
価
格
が
高
す
ぎ
れ
ば
商
品
は
売
れ
残
っ
て

し
ま
い
、
低
す
ぎ
れ
ば
品
切
れ
に
な
っ
て
し
ま
う
。

だ
が
、
も
し
売
る
こ
と
の
困
難
が
こ
の
よ
う
な
主
観
的
な
期
待
の
危あ
や

う
さ
に
よ
る

も
の
だ
け
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
市
場
に
お
け
る
価
格
の
調
整
に
よ
っ
て
容
易
に
解

決
さ
れ
て
し
ま
う
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
痛
さ
は
最
良
の
教
師
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
商
品
が
売
れ
残
れ
ば
、
売
り
手
は
供
給
を
減
ら
し
て
価
格
を
切

り
下
げ
る
だ
ろ
う
。
商
品
が
品
切
れ
に
な
れ
ば
、
売
り
手
は
供
給
を
増
や
し
て
価
格

を
引
き
上
げ
る
だ
ろ
う
。
売
り
手
は
失
敗
か
ら
学
ぶ
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
価
格

が
下
が
れ
ば
、
買
い
手
の
需
要
は
増
え
る
だ
ろ
う
し
、
価
格
が
上
が
れ
ば
、
買
い
手

の
需
要
は
減
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
本
来
的
に
主
観
的
な
商
品
の
価
格
も
、
売
れ

残
り
が
あ
れ
ば
切
り
下
げ
、
品
切
れ
に
な
れ
ば
引
き
上
げ
る
と
い
う
調
整
の
く
り
か

え
し
に
よ
っ
て
、
市
場
に
お
い
て
「
客
観
的
に
訂て
い

正せ
い

さ
れ
」
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
他
の
事
情
が
一
定
で
あ
る
か
ぎ
り
、
需
要
と
供
給
と
を
客
観
的
に
一
致
さ

せ
る
均き
ん

衡こ
う

価
格
に
む
か
っ
て
動
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
、
ひ
と
は
た
だ
ち
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
結
論
に
跳
躍
し
た
い
衝

動
に
か
ら
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
命
が
け
で
あ
る
べ
き
商
品
の
跳
躍
も
、
市
場
に
お

け
る
価
格
の
調
整
と
い
う
手
助
け
が
あ
れ
ば
、
結
局
は
安
全
な
日
々
の
歩
み
と
変
わ

り
の
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
。
主
観
が
客
観
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

⑶
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〔
問
3
〕　

本
文
の
内
容
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
次
の
う
ち

か
ら
選
べ
。

ア
　
欲
望
の
二
重
の
一い
っ

致ち

と
は
、
マ
ル
ク
ス
の
言
葉
で
い
う
「
局
地
的
で
原
生
的
」

で
「
先
祖
伝
来
」
の
「
社
会
的
な
物
質
代
謝
」、
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
物
々
交
換

に
至
る
互
い
の
欲
望
の
一
致
を
指
す
。

イ
　「
奇
跡
」
は
日
々
く
り
か
え
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
、
生
活
の
基き

盤ば
ん

と

な
る
「
貨
幣
」
が
生
ま
れ
る
と
い
う
「
奇
跡
」
が
、
世
界
の
様
々
な
場
所
で
次
か

ら
次
へ
と
起
こ
っ
て
き
た
こ
と
を
指
す
。

ウ
　
あ
る
非ひ

対た
い

称し
ょ
う

性せ
い

が
隠
さ
れ
て
い
る
と
は
、
売
る
こ
と
の
困
難
の
方
が
、
買
う

こ
と
の
困
難
に
比
べ
て
社
会
の
経
済
状
況
の
変
化
に
よ
る
影
響
を
は
る
か
に
受
け

や
す
い
と
い
う
特
徴
を
も
つ
こ
と
を
指
す
。

エ
　
そ
れ
ら
が
ほ
ん
と
う
に
命
が
け
の
も
の
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る 

と
は
、
複
数
の
市
場
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
売
買
に
携た

ず
さ

わ
る
人
々
の
真し

ん

剣け
ん

度ど

を

計
り
比
べ
ら
れ
る
こ
と
を
指
す
。

〔
問
4
〕　

見
る
ま
え
に
跳と

ば
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
・
だ
が
、
跳
ぶ
ま
え
に
見
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
と
あ
る
が
、

①　
「
跳と

ぶ
」
と
は
、
誰
が
ど
う
す
る
こ
と
を
た
と
え
た
も
の
か
。
次
の 

の
よ
う
に
説
明
す
る
と
き
、

Ａ

・

Ｂ

 

に
入
る
適
切
な
言
葉
を
書
い
て
文
を
完
成
さ
せ
よ
。
な
お
、

Ａ

は
三
字
の
言
葉
を
本
文
の
傍ぼ

う

線せ
ん

部ぶ

⑶
よ
り
前
か
ら
抜
き
出
し
て
書
き
、

Ｂ

は
適
切
な
言
葉
を
十
字
以
上
十
六
字
以
内
で
書
け
。

ＡＢＣＤ

⑶

⑷

〔
問
1
〕　

だ
が
、
こ
の
無
限
の
循
環
運
動
の
ど
こ
か
に
狂く

る

い
が
生
じ
た
と
き
、
は
じ 

め
て
そ
の
存
在
の
歴
史
性
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
と
あ
る

が
、「
そ
の
存
在
の
歴
史
性
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
は
、
ど
う
い

う
こ
と
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア
　
貨
幣
を
用
い
た
商
品
世
界
は
奇
跡
的
に
誕
生
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
人
々

の
日
常
の
売
り
買
い
を
絶
え
ず
支
え
る
も
の
と
し
て
、
人
類
の
歴
史
を
生
み
出
し

て
き
た
と
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
。

イ
　
貨
幣
を
用
い
た
商
品
世
界
は
人
類
の
記
憶
も
定
か
で
は
な
い
太
古
の
時
代
に
生

ま
れ
た
と
い
う
点
で
、
人
間
の
歴
史
の
中
で
途
方
も
な
く
大
き
な
意
義
を
も
つ
も

の
だ
と
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
。

ウ
　
貨
幣
を
用
い
た
商
品
世
界
は
人
間
の
歴
史
の
中
で
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

い
ず
れ
は
そ
の
存
続
が
危
う
く
な
っ
た
り
、
消
滅
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
も
の

だ
と
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
。

エ
　
貨
幣
を
用
い
た
商
品
世
界
は
太
古
の
時
代
か
ら
売
り
と
買
い
が
繰
り
返
さ
れ
る

こ
と
で
存
在
し
続
け
て
き
た
が
、
い
ず
れ
そ
れ
が
消
え
去
る
こ
と
は
歴
史
の
必
然

で
あ
る
と
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
。

〔
問
2
〕　

恐
慌
と
い
う
意
味
で
の
危
機
以
上
の
危
機
と
は
、
ど
う
い
う
も
の
か
。

そ
の
内
容
を
簡
潔
に
表
し
た
箇
所
（
十
字
以
上
十
五
字
以
内
）
を
探
し
、
初

め
の
五
字
を
書
け
。

⑴⑵
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次
の
【
Ⅰ
】
の
文
章
と
そ
れ
に
関
連
す
る
注ち

ゅ
う

釈し
ゃ
く

【
Ⅱ
】・【
Ⅲ
】
を
読
ん
で
、

あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。（
＊

印
の
付
い
て
い
る
言
葉
に
は
、
本
文
の
あ
と
に

〔
注
〕
が
あ
る
。）

【
Ⅰ
】古

典
の
文
章
や
詩
歌
を
読
も
う
と
す
る
時
、
私
た
ち
は
、
日ひ

頃ご
ろ

ど
の
よ
う
な
手
段

を
取
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

原
文
が
入
っ
て
い
る
全
集
や
文
庫
本
に
よ
っ
て
読
も
う
と
す
る
場
合
が
最
も
多
い

か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
名
場
面
や
名
歌
・
名
句
を
選
ん
で
解
説
し
て
あ
る
も

の
を
ひ
も
と
く
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。

原
文
だ
け
を
読
め
ば
、
ほ
ぼ
意
味
が
わ
か
る
と
い
う
人
も
い
れ
ば
、
こ
と
ば
の
意

味
が
注
記
さ
れ
て
い
る
部
分
（「
語
釈
」
と
言
う
）
に
目
を
転
じ
な
い
と
わ
か
ら
な
い

と
い
う
人
も
い
る
だ
ろ
う
し
、
現
代
語
訳
を
読
ん
で
初
め
て
わ
か
っ
た
と
い
う
人
も

い
る
は
ず
だ
。
最
初
か
ら
現
代
語
訳
だ
け
を
読
む
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
現

代
語
訳
し
か
載
っ
て
い
な
い
本
も
あ
る
。

古
典
の
文
章
や
詩
歌
を
読
む
こ
と
を
職
業
と
し
て
い
る
私
も
、
原
文
を
さ
っ
と
読

ん
で
意
味
を
取
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
い
く
つ
か
の
こ
と
ば
の
意
味
が
わ
か
ら
な
く

て
、
そ
の
部
分
の
語
釈
を
参
照
す
る
場
合
も
あ
り
、
ま
た
現
代
語
訳
を
読
ん
で
確か
く

認に
ん

し
な
い
と
わ
か
ら
な
い
と
い
う
場
合
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
に
原
文
・
語
釈
・
現
代
語
訳
な
ど
が
備
わ
る
、
古
典
読
解

に
関
す
る
便
利
な
書
物
（
雑
誌
類
に
掲け

い

載さ
い

さ
れ
る
場
合
も
あ
る
）
を
総そ

う

称し
ょ
う

し
て
、
注
釈

と
言
う
。

4

Ａ

が
、

Ｂ

こ
と
。

②　

傍
線
部
⑶
と
傍
線
部
⑷
は
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
矛

盾
は
し
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
を
次
の

の
よ
う
に
説
明
す

る
と
き
、

に
十
字
以
上
十
五
字
以
内
の
適
切
な
言
葉
を
書

い
て
文
を
完
成
さ
せ
よ
。

傍
線
部
⑶
と
傍
線
部
⑷
で
は
、

か
ら
。

〔
問
5
〕　

主
観
は
あ
く
ま
で
も
主
観
で
あ
る
。
・
買
い
手
が
財
布
か
ら
貨
幣
を
だ
し

て
じ
っ
さ
い
に
商
品
を
買
っ
て
く
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
売
り
手

の
主
観
的
な
評
価
と
し
て
の
商
品
の
価
格
が
客
観
的
な
判
定
を
う
け
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。
と
あ
る
が
、
商
品
の
売
買
に
つ
い
て
の
こ
と
以
外
で
、

「
主
観
的
な
評
価
」
が
「
客
観
的
な
判
定
を
う
け
る
」
と
い
う
こ
と
の
具
体

例
を
、
あ
な
た
の
体
験
や
見
聞
に
基
づ
い
て
挙
げ
、
そ
れ
に
つ
い
て
感
じ
た

こ
と
や
考
え
た
こ
と
を
含ふ
く

め
て
二
百
字
以
内
で
書
け
。
な
お
、
書
き
出
し
や

改
行
の
際
の
空く

う

欄ら
ん

、
や

や

な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
一
字
と
数
え
よ
。

Ⅰ

Ⅱ
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の
で
、
も
と
も
と
知
っ
て
い
る
と
い
う
人
も
一
定
数
い
る
だ
ろ
う
。

た
だ
、
人
に
よ
っ
て
は
、「
人
の
が
り
」
と
か
「
ひ
が
〳
〵
し
か
ら
ん
人
」
で
つ

ま
ず
い
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
古
文
を
読
み
慣
れ
て
い
な
い
と
「
か
は
」
が
反

語
だ
と
気
付
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
語
釈
が
付
い
て
い
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
日
本
古

典
文
学
大
系
の
『
方
丈
記 

徒
然
草
』
と
い
う
注
釈
に
あ
る
、
本
文
の
上
に
掲
げ
ら

れ
て
い
る
注
（「
頭
注
」
と
言
う
）
の
す
べ
て
で
あ
る
。

人
の
が
り
…
…
あ
る
人
の
も
と
へ
。

文
…
…
手
紙
。

い
は
ざ
り
し
返
事
に
…
…
言
っ
て
や
ら
な
か
っ
た
返
事
に
。

一
筆
の
た
ま
は
せ
ぬ
ほ
ど
の
…
…
一
言
も
お
っ
し
ゃ
ら
な
い
ほ
ど
の
。

ひ
が
〳
〵
し
か
ら
ん
人
…
…
つ
む
じ
ま
が
り
で
、
物
の
趣
も
わ
か
ら
な
い
人
。

聞
き
い
る
べ
き
か
は
…
…
聞
き
入
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ハ
は
反
語
の
助
詞
。

口
を
し
き
…
…
情な
さ
け

な
い
。

こ
れ
だ
け
注
記
し
て
も
ら
え
れ
ば
、
格
段
に
わ
か
り
や
す
く
な
る
。

で
は
次
に
挙
げ
る
芭ば

蕉し
ょ
う

の
句
は
ど
う
だ
ろ
う
。
意
味
が
す
ぐ
に
取
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　

明あ
か

石し

夜や

泊は
く

蛸た
こ

壺つ
ぼ

や
は
か
な
き
夢
を
夏
の
月

ア

＊

注
釈
の
具
体
例
を
ふ
た
つ
挙
げ
て
み
よ
う
。

次
に
掲か

か

げ
る
の
は
、
個
人
的
に
愛
着
の
あ
る
『
徒つ

れ

然づ
れ

草ぐ
さ

』
三
十
一
段
の
全
文
で
あ

る
。　

雪
の
お
も
し
ろ
う
降
り
た
り
し
朝あ

し
た

、
人
の
が
り
言
ふ
べ
き
事
あ
り
て
文
を

や
る
と
て
、
雪
の
こ
と
何
と
も
い
は
ざ
り
し
返か

へ
り

事こ
と

に
、「
こ
の
雪
い
か
ゞ
見
る

と
、
一
筆
の
た
ま
は
せ
ぬ
ほ
ど
の
、
ひ
が
〳
〵
し
か
ら
ん
人
の
お
ほ
せ
ら
る
ゝ

事
、
聞
き
い
る
べ
き
か
は
。 
返か

へ
す

々が
へ
す

口
を
し
き
御み

心こ
こ
ろ

な
り
」
と
言
ひ
た
り
し

こ
そ
、
を
か
し
か
り
し
か
。

　

今
は
亡な

き
人
な
れ
ば
、
か
ば
か
り
の
事
も
忘
れ
が
た
し
。

雪
が
趣

お
も
む
き

深
く
降
っ
た
朝
、
あ
る
人
の
も
と
へ
用
事
が
あ
っ
て
手
紙
を
送
っ
た
と

こ
ろ
、
雪
の
こ
と
に
は
何
も
触
れ
な
か
っ
た
。
す
る
と
、
そ
の
返
事
に
、「
こ
の
雪

を
ど
の
よ
う
に
ご
覧
に
な
り
ま
し
た
か
と
、
一
言
も
お
っ
し
ゃ
ら
な
い
よ
う
な
情じ
ょ
う

趣し
ゅ

を
解
さ
な
い
人
の
仰お

お

せ
に
な
る
こ
と
を
、
ど
う
し
て
聞
き
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま

し
ょ
う
か
。
と
て
も
で
き
ま
せ
ん
。
本
当
に
情
け
な
い
御
心
で
す
」
と
言
っ
て
き
た

の
は
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
だ
っ
た
。
今
は
も
う
亡
く
な
っ
た
方
な
の
で
、
こ
れ
く
ら

い
の
こ
と
も
忘
れ
が
た
い
の
で
あ
る
。

た
ぶ
ん
年
上
の
、
親
し
い
感
情
を
抱
い
て
い
る
相
手
と
の
、
淡
く
て
、
優
美
で
、

あ
た
た
か
い
心
の
交
わ
り
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
憧あ
こ
が

れ
て
、
私
は

こ
の
話
が
好
き
な
の
だ
。

冒ぼ
う

頭と
う

の
問
題
意
識
に
戻
っ
て
、
こ
の
原
文
を
な
が
め
て
み
る
と
、
一
読
し
て
だ
い

た
い
の
意
味
が
わ
か
る
と
い
う
人
も
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
有
名
な
段
な

⑴

⑵

⑶
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れ
て
あ
っ
て
、
理
解
が
助
け
ら
れ
る
。

も
う
少
し
こ
と
ば
を
補
っ
た
鑑
賞
と
い
う
こ
と
だ
と
、
以
下
に
挙
げ
る
日
本
古
典

文
学
全
集
『
松
尾
芭
蕉
集
』
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
さ
ら
に
深
く
句
の
味
わ
い
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
明
石
の
浦う

ら

に
船ふ

な

繫が
か

り
し
て
、
旅
寝
の
楫か

じ

枕ま
く
ら

に
通
う
客か

く

愁し
ゅ
う

と
懐か

い

旧き
ゅ
う

の
情

を
侘わ

び
て
い
る
と
、
明
け
や
す
い
夏
の
月
は
も
う
中
空
に
あ
っ
て
、
こ
の
世
の

も
の
な
ら
ぬ
蒼あ

お

白じ
ろ

い
光
を
投
げ
か
け
、
海う

な

原ば
ら

一
面
に
夢
幻
の
趣
を
添
え
て
い

る
。
聞
け
ば
こ
の
静
か
な
海
の
底
で
、
蛸
は
明
日
の
生
命
も
知
ら
ず
、
人
の
沈

め
た
蛸
壺
の
中
に
、
は
か
な
い
夢
を
結
ん
で
い
る
と
い
う
。
明
石
と
い
い
、
蛸

壺
と
い
い
、
は
た
ま
た
夏
の
夜
の
夢
と
い
い
、
ま
こ
と
夢む

幻げ
ん

泡ほ
う

影よ
う

の
夜
泊
の
感

懐
で
あ
る
。「
明
石
夜
泊
」
と
い
う
前ま

え

書が
き

は
、「
楓ふ

う

橋き
ょ
う

夜や

泊は
く

」（
張ち

ょ
う

継け
い

）
な
ど
の

詩
題
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
り
、
旅
懐
の
中
に
す
で
に
人
生
仮
泊
の
憂ゆ

う

愁し
ゅ
う

を

も
言
い
こ
め
て
あ
る
と
み
ら
れ
る
。『
源
氏
物
語
』『
平
家
物
語
』
等
に
縁
の
深

い
明
石
に
、
蛸
壺
の
は
か
な
さ
を
見
つ
け
た
と
こ
ろ
が
俳は
い

諧か
い

の
新
し
み
で
あ
る

が
、
そ
の
滑こ

っ

稽け
い

な
蛸
壺
を
、
夢
と
い
う
一
字
を
媒ば

い

介か
い

に
し
て
明
け
や
す
い
夏
の

月
に
結
び
つ
け
、
一
句
を
お
も
し
ろ
う
て
や
が
て
悲
し
き
夜
泊
の
哀ペ

ー

愁ソ
ス

に
ま
と

め
あ
げ
た
と
こ
ろ
が
非ひ

凡ぼ
ん

。
季
語
は
「
夏
の
月
」。

以
上
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
注
釈
に
よ
っ
て
、
古
典
へ
の
理
解
が
高
ま
る
こ
と

は
、
多
く
の
人
々
が
経
験
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
。

（
鈴
木
健
一
「
古
典
注
釈
入
門
」
に
よ
る
）

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

蛸
壺
に
捕
ら
え
ら
れ
て
い
る
蛸
は
、
明
日
は
引
き
上
げ
ら
れ
て
し
ま
う
運
命
と
も

知
ら
ず
、
は
か
な
い
夢
を
結
ん
で
い
る
。
空
で
は
、
明
け
や
す
い
夏
の
空
に
か
か
っ

た
月
が
あ
た
り
を
照
ら
し
て
い
る
。
蛸
の
む
な
し
い
運
命
と
、
醒さ

め
れ
ば
消
え
て
し

ま
う
夢
の
は
か
な
さ
、
そ
し
て
夏
の
夜
の
短
さ
と
が
重
な
り
合
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な

は
か
な
さ
が
実
感
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
捕
ら
え
ら
れ
て
し
ま
う
蛸
が
ど
こ
と
な
く
笑

い
を
も
醸か
も

し
出だ

す
。
お
か
し
み
の
中
に
哀
れ
さ
を
誘さ

そ

う
印
象
的
な
句
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、「
は
か
な
き
夢
を
夏
の
月
」
と
い
う
屈
曲
し
た
表
現
が
印
象
の
強
さ
を
増

さ
し
め
て
い
る
。

こ
れ
も
一
読
し
て
意
味
が
取
れ
る
人
も
い
れ
ば
、
そ
う
で
な
い
人
も
い
る
だ
ろ
う
。

『
徒
然
草
』
と
同
じ
く
、
日
本
古
典
文
学
大
系
の
『
芭
蕉
句
集
』
の
頭
注
を
引
こ
う
。

元げ
ん

禄ろ
く

元
年
。
○
明
石
夜
泊
―
四
月
二
十
日
、
実
際
は
須す

磨ま

に
泊と

ま

っ
て
い
る
。
↓

書
簡
一
九
。
○
蛸
壺
―
蛸
を
捕と

ら

え
る
素す

焼や
き

の
壺
。
縄な

わ

で
繫つ

な

ぎ
合あ

わ
せ
、
昼
の
中

に
海
底
に
沈
め
て
お
い
て
、
翌
早
朝
に
引
き
上
げ
る
。
蛸
が
岩
穴
と
間
違
え
て

壺
に
入
っ
て
い
る
の
を
引
き
上
げ
て
捕
え
る
の
で
あ
る
。
○
短
夜
の
夏
の
月
が

照
ら
す
海
底
で
、
蛸
は
既
に
捕
え
ら
れ
て
い
る
と
も
知
ら
ず
、
蛸
壺
の
底
に
へ

ば
り
つ
い
て
、
は
か
な
い
夢
を
結
ん
で
い
る
だ
ろ
う
の
意
。

な
る
ほ
ど
、
こ
れ
だ
け
情
報
が
あ
れ
ば
、
こ
の
句
に
つ
い
て
の
理
解
が
ぐ
ん
と
深

ま
る
。「
明
石
夜
泊
」
と
あ
る
も
の
の
、
実
際
は
須
磨
に
泊と

ま
っ
て
い
る
こ
と
が
、

同
じ
古
典
大
系
の
『
芭
蕉
文
集
』
に
載
っ
て
い
る
書
簡
に
よ
っ
て
わ
か
る
と
さ
れ

る
。
つ
ま
り
、
明
石
に
泊
ま
っ
て
句
を
作
っ
た
と
い
う
の
は
虚
構
な
の
だ
。「
蛸
壺
」

の
解
説
も
明
解
で
、
よ
く
わ
か
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
句
の
意
味
が
丁て

い

寧ね
い

に
説
明
さ

イ
ウ

⑷

エ
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張ち
ょ
う

継け
い

中
国
、
唐と

う

の
詩
人
。「
楓ふ

う

橋き
ょ
う

夜や

泊は
く

」
の
作
者
。

 

旅
懐

旅
情
。

 

人
生
仮
泊

人
の
世
は
無
常
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

 

憂ゆ
う

愁し
ゅ
う

う
れ
い
と
哀か

な

し
み
。

 

露ろ

呈て
い

隠
れ
て
い
る
も
の
を
外
に
あ
ら
わ
し
だ
す
こ
と
。

 

断だ
ん

乎こ

考
え
を
き
っ
ぱ
り
と
決
め
、
そ
の
通
り
に
す
る
様
子
。

 

愛あ
い

惜せ
き

過
ぎ
去
っ
た
こ
と
に
心
ひ
か
れ
て
惜お

し
む
こ
と
。

〔
問
1
〕　

注
釈
の
具
体
例
を
ふ
た
つ
挙
げ
て
み
よ
う
。
と
あ
る
が
、
そ
の
意
図
を
説

明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア
　
ま
ず
、
注
釈
が
相
互
に
補
完
し
合
う
こ
と
を
示
し
、
次
に
、
同
じ
作
品
で
あ
っ

て
も
語
意
の
選
び
方
で
異
な
っ
た
内
容
と
な
る
注
釈
を
示
す
こ
と
で
、
解
釈
に
は

様
々
な
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。

イ
　
ま
ず
、
語
釈
が
全
く
な
い
場
合
に
は
あ
る
程
度
の
理
解
も
不
可
能
で
あ
る
こ
と

を
示
し
、
次
に
、
語
の
意
味
だ
け
で
は
な
く
鑑
賞
も
加
え
る
こ
と
で
、
含ふ
く

み
の
多

い
作
品
も
情
景
が
理
解
で
き
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。

ウ
　
ま
ず
、
親
し
み
や
す
い
作
品
で
あ
れ
ば
語
釈
が
な
く
て
も
そ
れ
な
り
に
理
解
は

可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
次
に
、
難
解
な
作
品
に
は
言
葉
の
意
味
の
み
な
ら

ず
、
場
面
を
説
明
し
た
鑑
賞
文
も
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。

エ
　
ま
ず
、
語
釈
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
意
が
捉と
ら

え
や
す
く
な
る
こ
と
を
示
し
、

次
に
、
語
釈
に
加
え
て
鑑
賞
を
含
ん
だ
注
釈
を
読
む
こ
と
で
作
品
の
奥
深
い
背
景

を
知
り
、
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。

⑴

【
Ⅱ
】

「
を
か
し
」
の
注
…
…
興
趣
ふ
か
い
、
お
も
し
ろ
い
と
い
う
意
味
だ
が
、「
あ
は
れ
」

が
対
象
を
主
観
的
に
賞
美
す
る
さ
ま
を
表
す
の
と
異
な
り
、
知
性
や
批
判
意
識
が
は

た
ら
く
。

 

（
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
「
方
丈
記
・
徒
然
草
」
に
よ
る
）

【
Ⅲ
】本

段
の
表
現
の
重
心
は
、「
返
事
」
の
文
面
に
現あ

ら

わ
れ
て
い
る
、
純じ

ゅ
ん

粋す
い

に
、
率そ

っ

直ち
ょ
く 

に
、
自
分
を
非
難
し
た
、「
亡
き
人
」
の
性
格
に
あ
る
。
手
紙
・
書
簡
と
い
う
も
の

は
、
多
く
の
場
合
、
筆
者
そ
の
人
の
面め

ん

目ぼ
く

を
露ろ

呈て
い

し
、
読
者
そ
の
人
に
直
接
に
迫
っ

て
く
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
か
ら
い
え
ば
、
劇
や
雄ゆ

う

弁べ
ん

と
同
じ
方
向
に
立
つ
表

現
形
態
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
、「
聞
き
入
る
べ
き
か
は
」

と
、
断だ
ん

乎こ

と
し
て
拒
否
し
、「
返
す
〴
〵
口
を
し
き
御
心
な
り
」
と
思
い
き
っ
て
非 

難
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
思
い
つ
め
た
、
い
ち
ず
な
、
そ
れ
だ
け
に
純
真
な
個
性
が

発
揮
さ
れ
て
い
た
の
を
、
兼
好
は
「
忘
れ
が
た
し
」
と
愛あ

い

惜せ
き

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
安
良
岡
康
作
「
徒
然
草
全
注
釈
」
に
よ
る
）

〔
注
〕 

夜や

泊は
く

夜
、
船
を
と
め
て
そ
の
中
で
泊
ま
る
こ
と
。

 

船ふ
な

繫が
か

り

船
を
つ
な
ぎ
と
め
る
こ
と
。

 

楫か
じ

枕ま
く
ら

船
の
旅
。

 

客か
く

愁し
ゅ
う

旅
先
で
感
じ
る
わ
び
し
い
気
持
ち
。

 

侘わ

び
て

心
細
く
感
じ
て
。

 

夢む

幻げ
ん

泡ほ
う

影よ
う

人
生
の
は
か
な
い
こ
と
。

＊

＊

＊
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〔
問
4
〕　

次
に
挙
げ
る
の
は
、
か
ば
か
り
の
事
も
忘
れ
が
た
し
。
を
め
ぐ
っ
て
生
徒

と
先
生
が
交か

わ
し
た
授
業
中
の
会
話
で
あ
る
。（
①
）・（
②
）
に
入
る
最
も

適
切
な
語
句
を
、【
Ⅰ
】
又ま

た

は
【
Ⅲ
】
か
ら
抜
き
出
し
て
書
け
。
な
お
、
字

数
は
（　

）
内
の
指
示
に
従
う
こ
と
。

生
徒
Ａ　
『
徒
然
草
』
の
こ
の
段
を
初
め
て
読
み
ま
し
た
。
現
代
語
訳
も
あ
る
と
と

て
も
分
か
り
や
す
く
な
り
ま
す
ね
。
で
も
、「
人
」
は
作
者
を
「
ひ
が
〳
〵

し
か
ら
ん
人
」「
口
を
し
き
」
と
い
っ
て
非
難
し
て
い
る
と
思
う
け
れ
ど
、

そ
れ
な
の
に
ど
う
し
て
作
者
は
「
忘
れ
が
た
し
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
す
か
。

先
生　
　

そ
う
で
す
ね
。
で
は
、
も
う
少
し
別
の
注
釈
も
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

生
徒
Ｂ　
【
Ⅱ
】
の
注
釈
を
見
る
と
「
を
か
し
」
は
知
性
や
批
判
意
識
が
は
た
ら
い

た
表
現
だ
と
あ
り
ま
す
ね
。

先
生　
　

そ
う
で
す
ね
。【
Ⅲ
】
の
注
釈
で
は
、
ど
う
で
す
か
。

生
徒
Ｂ　

手
紙
に
は
書
い
た
人
の
あ
り
よ
う
が
投
影
さ
れ
る
と
あ
り
ま
す
ね
。

生
徒
Ｃ　

そ
う
で
す
ね
。
手
紙
の
文
面
に
、
自
分
を
非
難
し
た
人
の
「（
①
五
字
）」

が
表
れ
て
い
た
の
を
「
愛あ
い

惜せ
き

」
し
て
い
る
の
で
す
ね
。

生
徒
Ａ　

そ
う
か
。
だ
か
ら
【
Ⅰ
】
の
文
章
で
、
こ
の
段
に
は
「（
②
十
八
字
）」

が
描
か
れ
て
い
る
と
あ
る
の
で
す
ね
。
よ
く
分
か
り
ま
し
た
。

生
徒
Ｃ　

い
く
つ
か
の
注
釈
を
読
ん
で
納
得
が
い
き
ま
し
た
。
な
る
ほ
ど
、
作
品
も

注
釈
も
お
も
し
ろ
い
も
の
で
す
ね
。

⑶

〔
問
2
〕　

聞
き
い
る
べ
き
か
は
。
の
意
味
内
容
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う

ち
で
は
ど
れ
か
。

ア
　
聞
き
入
れ
る
の
は
当
然
で
す
。

イ
　
聞
き
入
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

ウ
　
聞
き
入
れ
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

エ
　
聞
き
入
れ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

〔
問
3
〕　

文
中
の

を
付
け
た
「
れ
る
・
ら
れ
る
」
の
う
ち
、
他
の
三
つ
と
異

な
る
意
味
の
も
の
は
ど
れ
か
。

ア
　
本
文
の
上
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
注

イ
　
蛸
壺
に
捕
ら
え
ら
れ
て
い
る
蛸

ウ
　
さ
ま
ざ
ま
な
は
か
な
さ
が
実
感
さ
れ
る
。

エ
　
書
簡
に
よ
っ
て
わ
か
る
と
さ
れ
る
。

⑵

ア
イ

ウ

エ
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〔
問
6
〕　

次
に
挙
げ
る
の
は
、
芭
蕉
の
「
蛸
壺
や
は
か
な
き
夢
を
夏
の
月
」
の
句
に

つ
い
て
の
生
徒
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
中
で
、
本
文
の
内
容
を
適
切
に
理
解

し
た
発
言
は
ど
れ
か
。

ア
　
生
徒
Ａ 　

は
じ
め
は
「
蛸
壺
」
と
「
夢
」
と
「
月
」
と
無
関
係
な
語
が
並
ん
で

い
る
だ
け
の
よ
う
に
思
え
た
け
れ
ど
、
本
文
の
説
明
を
読
ん
で
ど
れ
も

「
は
か
な
さ
」
で
つ
な
が
り
合
っ
て
、
こ
の
夜
が
特
別
に
無
常
で
あ
る

こ
と
を
表
し
て
い
る
と
て
も
悲
し
い
作
品
だ
と
分
か
っ
た
。

イ
　
生
徒
Ｂ 　
「
明
石
夜
泊
」
と
あ
る
け
れ
ど
、
ど
の
注
釈
を
見
て
も
、
芭
蕉
は

「
明
石
」
に
は
泊
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。「
奥
の
細
道
」
の
勉

強
を
し
た
と
き
、
虚
構
を
交
え
て
作
品
世
界
を
作
っ
て
い
る
と
習
っ
た

け
れ
ど
、
そ
れ
と
同
じ
こ
と
が
言
え
て
お
も
し
ろ
い
。

ウ
　
生
徒
Ｃ 　

な
ぜ
「
明
石
」
な
の
か
分
か
ら
な
か
っ
た
が
、「
明
石
」
が
古
典
作

品
に
縁
が
深
い
場
所
で
、
作
品
に
日
本
文
学
の
伝
統
の
世
界
を
入
れ
て

い
る
こ
と
や
、
使
っ
て
い
る
言
葉
が
ど
れ
も
伝
統
的
な
優
雅
な
世
界
を

表
し
て
い
る
言
葉
だ
と
い
う
こ
と
が
、
注
釈
を
読
ん
で
分
か
っ
た
。

エ
　
生
徒
Ｄ 　

は
じ
め
は
「
蛸
壺
」
と
「
夢
」
の
組
み
合
わ
せ
が
唐と

う

突と
つ

に
感
じ
ら
れ

た
。
け
れ
ど
注
釈
を
読
ん
で
、
こ
の
作
品
は
日
本
の
古
典
だ
け
で
は
な

く
中
国
の
詩
の
影
響
も
受
け
て
い
る
こ
と
や
、
言
葉
の
結
び
つ
き
が
新

鮮
で
俳
諧
の
お
も
し
ろ
み
の
あ
る
作
品
だ
と
分
か
っ
て
興
味
深
い
。

〔
問
5
〕　
「
は
か
な
き
夢
を
夏
の
月
」
と
い
う
屈
曲
し
た
表
現
の
説
明
と
し
て
最
も

適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア
　「
夢
を
」
に
対
し
て
は
、
本
来
な
ら
「
結
ぶ
」
あ
る
い
は
「
見
る
」
な
ど
と
続

く
は
ず
の
動
詞
が
省
略
さ
れ
、「
夢
を
」
と
は
直
接
に
は
関
わ
り
の
な
い
「
夏
の

月
」
と
詠よ

み
つ
な
ぐ
こ
と
で
、
印
象
深
い
も
の
と
し
て
い
る
。

イ
　
無
限
に
広
が
り
な
が
ら
も
所し

ょ

詮せ
ん

は
消
え
て
し
ま
う
「
夢
」
を
、
た
と
え
短
く
て

も
現
実
に
夜
空
に
か
か
る
「
夏
の
月
」
と
対
比
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
夢
」

の
悲
哀
感
を
引
き
立
て
る
効
果
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。

ウ
　「
夏
の
月
」
が
「
は
か
な
き
夢
」
を
結
ぶ
と
い
う
、
現
実
に
は
あ
り
え
な
い
変

わ
っ
た
構
図
を
倒と
う

置ち

法ほ
う

に
よ
っ
て
示
す
こ
と
で
、
月
が
美
し
く
て
も
夏
の
夜
は
す

ぐ
に
明
け
て
し
ま
う
と
い
う
物
足
り
な
さ
を
強
調
し
て
い
る
。

エ
　
夜
が
明
け
れ
ば
生
け
捕
ら
れ
て
し
ま
う
の
に
「
夢
を
」「
見
る
」「
蛸
」
の
哀
れ

な
姿
を
、
さ
え
ざ
え
と
輝
く
「
夏
の
月
」
が
見
守
る
と
い
う
表
現
方
法
で
、
月
を

ま
る
で
慈じ

悲ひ

深ぶ
か

い
存
在
で
あ
る
か
の
よ
う
に
描
き
出
し
て
い
る
。

⑷





3

寺

国

語


