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語

１　

問
題
は　
　

か
ら　
　

ま
で
で
、
15
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
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
を
記
述
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
欄
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
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
。

（3ー国）

1
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国

国　
　

語
ら
ん

ぬ

ま
た
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意
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次
の
各
文
の　
　

を
付
け
た
か
た
か
な
の
部
分
に
当
た
る
漢
字
を
楷か

い

書し
ょ

で
書

け
。

　

⑴　

円
高
に
よ
る
サ
エ
キ
。

　

⑵　

ド
ウ
に
入
っ
た
演
技
。

　

⑶　

思
い
あ
た
る
フ
シ
が
あ
る
。

　

⑷　

彼
に
イ
チ
ジ
ツ
の
長
を
認
め
る
。

　

⑸　

キ
ソ
ウ
テ
ン
ガ
イ
な
方
法
。

次
の
各
文
の　
　

を
付
け
た
漢
字
の
読
み
が
な
を
書
け
。

　

⑴　

堆
積
し
た
残
土
。

　

⑵　

版
図
を
広
げ
る
。

　

⑶　

自
己
を
卑
下
す
る
。

　

⑷　

コ
マ
回
し
に
興
じ
る
少
年
。

　

⑸　

一
念
発
起
し
て
留
学
す
る
。

1

2
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け
て
は
い
ろ
ん
な
イ
ベ
ン
ト
が
あ
る
な
。
文
化
部
に
と
っ
て
は
い
ろ
ん
な
コ
ン
ク
ー

ル
が
あ
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
夏
の
運
動
部
と
言
え
ば
夏
の
大
会
だ
。」

　

そ
う
言
っ
た
石
川
を
つ
ま
ら
な
そ
う
に
見
つ
め
返
す
部
員
た
ち
の
中
か
ら
、
声
が

上
が
る
。

「
壮そ

う

行こ
う

会か
い

っ
て
こ
と
で
す
か
？
」

　

言
っ
た
の
は
三
年
生
の
先
輩
だ
。
あ
ま
り
嬉
し
そ
う
な
顔
で
は
な
い
。
春
菜
に
は
、

そ
の
理
由
も
な
ん
と
な
く
わ
か
る
よ
う
な
気
が
し
た
。

「
流さ

す
が石

に
三
年
は
察
し
が
い
い
な
ぁ
。
ま
ぁ
毎
年
恒こ

う
れ
い例

の
こ
と
で
は
あ
る
ん
だ
が
、

今
年
も
吹
奏
楽
部
が
入
退
場
と
、
各
部
に
送
る
激
励
の
演
奏
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て

る
。」

　

石
川
の
言
葉
を
聞
い
て
、
二
年
生
、
三
年
生
は
あ
か
ら
さ
ま
に
嫌
そ
う
な
顔
を
す

る
。

「
そ
ん
な
の
に
時
間
潰
し
て
る
暇ひ

ま

な
い
で
す
よ
。」

　

誰
か
が
言
っ
た
。

「
ま
ぁ
、
そ
う
言
う
な
よ
。
他
の
部
だ
っ
て
頑
張
っ
て
る
わ
け
だ
し
、
一
種
の
演
奏

の
場
だ
と
思
え
ば
い
い
だ
ろ
う
？
」

「
そ
こ
で
の
演
奏
の
た
め
に
、
全
国
大
会
の
演
奏
の
場
を
逃
し
た
ら
意
味
な
い
じ
ゃ

な
い
で
す
か
。」

　

す
ぐ
に
切
り
返
さ
れ
て
石
川
は
困
っ
た
よ
う
に
首
の
う
し
ろ
を
か
く
。

 

⑴
演
奏
の
場
。

　

確
か
に
そ
う
考
え
れ
ば
や
っ
て
み
る
の
も
意
外
と
楽
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
演
奏

を
し
て
い
る
時
、
周
囲
の
反
応
を
見
る
の
は
嫌
い
で
は
な
い
。
時
々
ク
ラ
ス
メ
イ
ト

か
ら
「
吹
奏
楽
部
が
練
習
し
て
る
あ
の
曲
っ
て
何
？
」
と
聞
か
れ
る
と
、
不
思
議
と

嬉
し
か
っ
た
り
す
る
。

「
だ
い
た
い
、
他
の
部
の
た
め
に
私
た
ち
だ
け
が
時
間
を
潰
さ
れ
る
な
ん
て
納
得
い

き
ま
せ
ん
。」

　

そ
う
言
っ
た
の
は
部
長
だ
。彼
女
の
言
葉
に
賛
同
す
る
よ
う
に
全
員
が
う
な
ず
く
。

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。

　
中
学
二
年
の
園そ
の

田だ

春は
る

菜な

は
吹
奏
楽
部
で
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
を
吹
い
て
い
る
。
一
年
上
の

吉よ
し

川か
わ

恒こ
う

太た

は
、
家
が
近
く
保
育
園
も
同
じ
で
、
幼
時
に
は
一
緒
に
い
る
の
が
当
然
の
存

在
だ
っ
た
。
勇ゆ
う

祐す
け

は
恒
太
の
一
つ
上
の
兄
で
野
球
の
強
き
ょ
う
ご
う
こ
う

豪
校
に
進
学
し
て
い
る
。

　

春
菜
が
吹
奏
楽
部
に
入
部
し
た
の
に
は
、
子
ど
も
の
こ
ろ
の
憧あ

こ
がれ

が
大
き
な
き
っ

か
け
に
な
っ
て
い
た
。

　

と
は
言
え
、
そ
れ
は
本
当
に
昔
の
こ
と
だ
。
当
時
は
ま
だ
吹
奏
楽
と
い
う
部
活
が

あ
る
こ
と
も
知
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
春
菜
の
通
っ
て
い
た
小
学
校

に
は
吹
奏
楽
ク
ラ
ブ
が
な
か
っ
た
。
中
学
で
は
吹
奏
楽
部
に
入
ろ
う
と
な
ん
と
な
く

思
い
、
そ
の
ま
ま
入
部
し
て
し
ま
っ
た
。

　

そ
れ
で
も
、
自
分
た
ち
が
県
大
会
に
出
場
で
き
た
と
き
は
本
当
に
嬉う

れ

し
か
っ
た
の

だ
。

　

春
菜
自
身
、
い
つ
の
間
に
か
子
ど
も
の
こ
ろ
の
憧
れ
よ
り
も
、
目
の
前
の
目
標
の

方
が
大
事
に
な
っ
て
い
る
。
県
大
会
出
場
、
そ
し
て
突
破
。
目
指
す
は
全
国
大
会
。

そ
れ
が
今
、
自
分
が
こ
こ
に
い
る
理
由
な
の
だ
。

　

窓
の
外
へ
目
を
向
け
る
。グ
ラ
ウ
ン
ド
に
点
々
と
散
ら
ば
る
生
徒
の
姿
が
見
え
る
。

陸
上
部
、
サ
ッ
カ
ー
部
。
そ
し
て
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
隅す

み

の
野
球
部
に
目
が
留
ま
る
。

　

人
数
が
少
な
い
た
め
か
、
三
階
か
ら
見
下
ろ
す
よ
う
に
眺
め
る
と
ど
う
し
て
も
練

習
場
が
ス
カ
ス
カ
に
見
え
た
。

「
お
ー
い
、
み
ん
な
一
度
手
を
止
め
て
集
ま
っ
て
く
れ
。」

　

石
川
の
声
が
音
楽
室
に
響
く
。
音
が
や
み
、
楽
器
を
そ
の
場
に
置
い
て
全
員
が
中

央
へ
集
ま
る
。
練
習
用
に
机
を
動
か
し
て
い
る
た
め
に
で
き
た
教
室
の
真
ん
中
の
ス

ペ
ー
ス
に
み
ん
な
が
座
り
、
石
川
を
見
た
。

　

そ
ん
な
部
員
を
ぐ
る
り
と
見
渡
し
て
か
ら
、
石
川
が
口
を
開
く
。

「
み
ん
な
は
秋
の
コ
ン
ク
ー
ル
に
向
け
て
頑
張
っ
て
る
と
思
う
が
、
夏
か
ら
秋
に
か

3
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る
の
は
珍め

ず
らし
い
。
子
ど
も
の
こ
ろ
ほ
ど
一
緒
に
過
ご
す
こ
と
は
多
く
な
い
。
け
れ
ど
、

こ
う
し
て
た
ま
に
顔
を
合
わ
せ
れ
ば
普
通
に
会
話
が
で
き
る
距き

ょ

離り

は
変
わ
ら
な
い
。

そ
れ
に
な
ん
と
な
く
ほ
っ
と
す
る
。

「
も
う
す
ぐ
夏
だ
な
ぁ
。」

「
そ
う
だ
ね
。
恒
ち
ゃ
ん
ま
た
黒
く
な
っ
ち
ゃ
う
ね
。」

「
言
う
な
よ
。
多
少
は
気
に
し
て
る
ん
だ
か
ら
。」

　

お
か
し
く
て
笑
っ
て
し
ま
う
春
菜
を
、
恒
太
は
じ
と
り
と
睨に

ら

み
つ
け
て
か
ら
同
じ

よ
う
に
笑
う
。

　

恒
太
の
肌
は
決
し
て
元
か
ら
色
素
が
濃こ

い
方
で
は
な
い
。
子
ど
も
の
こ
ろ
の
写
真

に
写
る
恒
太
は
春
菜
よ
り
も
色
白
だ
。
恒
太
の
肌
の
色
は
、
長
年
続
け
て
き
た
練
習

で
の
日
焼
け
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

　

春
菜
は
、
恒
太
を
真
面
目
だ
と
思
う
。
決
し
て
勇
祐
の
よ
う
に
特
別
な
才
能
に
恵

ま
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
同
じ
よ
う
に
幼
い
こ
ろ
か
ら
野
球
が
好
き
で
、
い
つ
も

ひ
と
り
で
自
主
ト
レ
を
し
て
い
た
。
よ
く
兄
の
あ
と
を
つ
い
て
い
た
恒
太
も
、
そ
の

と
き
だ
け
は
河
川
敷
の
橋
の
下
や
家
か
ら
少
し
離
れ
た
空
き
地
な
ど
、
あ
ま
り
人
に

見
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
を
選
ん
で
、
ひ
と
り
で
練
習
を
す
る
の
だ
。
努
力
を
惜お

し
ま
な

い
と
こ
ろ
も
、
そ
こ
を
人
に
見
せ
よ
う
と
し
な
い
と
こ
ろ
も
昔
か
ら
変
わ
ら
な
い
。

　

春
菜
は
、
恒
太
の
そ
ん
な
頑
張
り
屋
な
部
分
が
す
ご
い
と
思
う
し
、
羨う

ら
やま
し
く
も

あ
る
。

「
ち
ょ
っ
と
夏
っ
ぽ
く
な
っ
て
来
た
な
。」

　

五
月
に
入
り
日
も
だ
い
ぶ
延
び
て
い
た
。
空
気
は
緑
の
香か

お

り
を
含
み
夏
が
近
い
と

教
え
て
い
る
。

「
ち
ょ
っ
と
気
が
早
い
け
ど
。
甲
子
園
、
楽
し
み
だ
な
。」

　

恒
太
が
独
り
言
の
よ
う
に
呟つ

ぶ
やく
。
ふ
っ
と
一
瞬
、
幼
い
こ
ろ
に
見
た
情
景
が
浮
か

ぶ
。

　

照
り
つ
け
る
陽ひ

射ざ

し
と
、
白
い
光
と
大
き
な
声せ

い
え
ん援
。

　

今
で
も
は
っ
き
り
と
覚
え
て
い
る
。
⑶
そ
れ
を
消
す
よ
う
に
、
数
度
瞬ま

ば
たき
を
繰
り

　

石
川
が
小
さ
く
息
を
つ
く
。
そ
れ
は
、
ど
こ
か
苛い

ら

つ
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、

意
外
だ
な
と
春
菜
は
思
っ
た
。

　

石
川
は
温お

ん

厚こ
う

で
、
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
い
限
り
厳
し
く
叱
り
つ
け
る
よ
う
な
怒
り

方
は
決
し
て
し
な
い
教
師
だ
。
も
ち
ろ
ん
苛
立
ち
を
生
徒
に
見
せ
る
こ
と
も
な
い
。

「
い
い
か
。
確
か
に
コ
ン
ク
ー
ル
は
大
事
だ
が
君
た
ち
は
中
学
生
だ
。
部
活
自
体
が

学
校
教
育
の
一
環
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
全
部

を
新
し
い
曲
に
す
る
必
要
は
な
い
し
、
一
年
生
の
歓
迎
会
や
文
化
祭
な
ん
か
で
何
度

も
や
っ
て
る
ノ
リ
の
い
い
曲
を
入
れ
て
も
い
い
。
俺お

れ

も
で
き
る
だ
け
負
担
に
な
ら
な

い
構
成
を
考
え
る
か
ら
。」

　

石
川
の
言
葉
に
、
部
員
た
ち
は
ま
だ
納
得
い
か
な
い
様
子
だ
。
春
菜
は
、
そ
ん
な

空
気
に
ど
こ
か
で
気
持
ち
が
落
ち
て
行
く
感
覚
を
覚
え
た
。

　

そ
の
ま
ま
、
な
ん
と
な
く
気
分
が
沈
ん
だ
ま
ま
部
活
を
終
え
て
、
春
菜
は
帰
り
道

の
土
手
を
ゆ
っ
く
り
歩
い
て
い
た
。

　

ぼ
ん
や
り
と
空
を
仰
ぎ
見
る
。
夕
方
の
六
時
を
過
ぎ
て
い
る
の
に
、
ま
だ
わ
ず
か

に
橙

だ
い
だ
い
い
ろ

色
を
残
し
て
い
た
。
気
候
は
だ
い
ぶ
暖
か
く
な
っ
て
き
た
け
れ
ど
、
や
は
り
夕

暮
れ
近
く
に
な
る
と
ほ
ん
の
少
し
肌
寒
い
。
ゆ
っ
く
り
流
れ
て
い
く
大
き
な
風
の

塊か
た
ま
りを

含ふ
く

ん
で
、
ス
カ
ー
ト
が
膨
ら
ん
だ
。

　

春
菜
は
そ
れ
を
押
さ
え
て
ふ
と
、
視
界
の
隅
に
人
影
を
と
ら
え
る
。

　

少
し
広
い
河か

川せ
ん

敷し
き

が
あ
る
。
だ
い
ぶ
日
が
傾
い
て
い
る
た
め
、
光
の
当
た
ら
な
い

河
川
敷
は
ほ
と
ん
ど
黒
い
影
に
し
か
見
え
な
い
。
そ
れ
で
も
、
そ
の
シ
ル
エ
ッ
ト
が

誰
で
あ
る
の
か
春
菜
に
は
わ
か
る
。
幼
い
こ
ろ
か
ら
見
て
き
た
影
だ
。

　

や
が
て
人
影
が
ゆ
っ
く
り
土
手
の
坂
を
上
が
っ
て
来
る
。
上
が
り
切
る
数
メ
ー
ト

ル
手
前
で
、
⑵
影
が
気
が
つ
い
た
よ
う
に
春
菜
を
見
た
。

「
恒
ち
ゃ
ん
。」

「
な
ん
だ
、
春
菜
か
。」

　

表
情
は
よ
く
見
え
な
い
け
れ
ど
、
そ
う
い
っ
て
笑
っ
た
の
が
わ
か
る
。

　

恒
太
が
土
手
を
上
り
切
る
の
を
待
っ
て
、
二
人
で
歩
き
出
す
。
帰
り
が
一
緒
に
な

2020110220-久我山-たちばな商事模擬-国-J02問題.indd   32020110220-久我山-たちばな商事模擬-国-J02問題.indd   3 2021/01/15   16:24:012021/01/15   16:24:01



− 4 −

安
に
さ
せ
る
。

「
俺
は
、
た
だ
好
き
だ
か
ら
自
分
の
た
め
に
続
け
て
る
だ
け
だ
。
努
力
な
ん
て
自
分

で
使
う
言
葉
じ
ゃ
な
い
け
ど
さ
、
春
菜
は
努
力
っ
て
な
ん
だ
と
思
っ
て
る
？
」

　

恒
太
の
言
葉
の
意
味
を
ど
う
と
れ
ば
い
い
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
わ
か
ら
ず
、

答
え
ら
れ
な
い
。

「
春
菜
さ
、〝
努
力
〟
っ
て
〝
才
能
〟
か
な
ん
か
だ
と
思
っ
て
な
い
？
」

　

風
が
吹
く
。
鳥
肌
が
立
つ
。
肌
寒
い
。
恒
太
の
目
が
、
冷
た
い
。

　

返
す
言
葉
が
見
つ
か
ら
ず
、
恒
太
を
見
つ
め
て
い
た
。
や
が
て
、
恒
太
は
ゆ
っ
く

り
と
歩
き
出
し
、
春
菜
の
横
を
通
り
過
ぎ
て
行
く
。
そ
れ
を
見
る
こ
と
も
呼
び
止
め

る
こ
と
も
、
追
い
か
け
る
こ
と
も
で
き
ず
、
春
菜
は
た
だ
、
立
ち
す
く
ん
で
い
た
。

　

ど
の
く
ら
い
そ
う
し
て
い
た
だ
ろ
う
。

　

も
う
、
恒
太
は
見
え
な
い
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
て
し
ま
っ
た
だ
ろ
う
か
？

　

振
り
返
り
た
い
気
持
ち
を
抑
え
て
考
え
る
。
確か

く
に
ん認

し
た
い
け
れ
ど
、
怖
く
て
で
き

な
か
っ
た
。

　

怖
い
？　

何
が
怖
い
の
？

　

自
分
に
問
う
。

　

 

─
─
〝
努
力
〟
っ
て
〝
才
能
〟
か
な
ん
か
だ
と
思
っ
て
な
い
？

　

恒
太
の
言
葉
が
、
頭
の
中
で
反
復
さ
れ
る
。

　

そ
の
声
に
含
ま
れ
た
温
度
ま
で
、
リ
ア
ル
に
再
現
し
て
し
ま
う
。
胸
の
奥
が
、
ズ

ク
ズ
ク
と
鈍
く
痛
ん
だ
。

　

心
地
悪
い
。
コ
レ
は
何
の
痛
み
だ
ろ
う
？

　

そ
う
考
え
て
、
違
う
と
感
じ
た
。

　

心
地
悪
い
の
で
は
な
い
。
⑷
多
分
コ
レ
は
、〝
後
ろ
め
た
い
〟
の
だ
。

　

い
つ
か
ら
か
話
題
に
出
さ
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
そ
れ
を
、
突
然
掘ほ

り
返
さ
れ
て

ご
ま
か
し
切
れ
な
か
っ
た
。
今
は
コ
ン
ク
ー
ル
が
一
番
。
そ
の
一
言
を
、
ど
う
し
て

も
恒
太
に
は
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
。

 （
和
泉
実
希
「
空
ま
で
と
ど
け
」
に
よ
る
）

返
し
た
。

　

い
つ
の
間
に
か
一
歩
分
前
に
出
て
い
た
恒
太
が
春
菜
を
振
り
返
る
。

「
な
ぁ
、
春
菜
も
楽
し
み
だ
ろ
、
甲
子
園
。」

　

問
わ
れ
て
ド
キ
リ
と
す
る
。
鼓こ

動ど
う

が
ほ
ん
の
少
し
早
く
な
る
。
首
筋
を
、
足
の
隙す

き

間ま

を
流
れ
て
い
く
風
が
冷
た
い
。

　

春
菜
は
、「
う
ん
、
そ
う
だ
ね
。」
と
答
え
て
微ほ

ほ

笑え

ん
で
み
せ
る
。

　

そ
の
口
も
と
を
上
げ
て
み
せ
る
が
、
上う

手ま

く
笑
え
て
い
な
い
よ
う
な
気
が
し
て
す

ぐ
に
笑え

顔が
お

を
引
っ
込
め
た
。

「
春
菜
の
夢
だ
も
ん
な
。
甲
子
園
で
ブ
ラ
ス
バ
ン
ド
の
演
奏
。」

　

恒
太
は
や
は
り
真
面
目
だ
。
真
面
目
で
、
ロ
マ
ン
チ
ス
ト
。
き
れ
い
な
目
で
見
つ

め
ら
れ
る
と
ド
キ
リ
と
す
る
。
そ
れ
は
色
っ
ぽ
い
も
の
で
は
な
く
て
、
自
分
の
中
に

隠
し
て
い
る
何
か
を
見み

据す

え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
感
覚
だ
。

　

春
菜
は
妙
な
居
心
地
の
悪
さ
を
感
じ
て
口
を
開
く
。

「
恒
ち
ゃ
ん
だ
っ
て
、
本
当
に
野
球
好
き
だ
よ
ね
。」

　

言
い
な
が
ら
、
歩
く
速
度
が
早
く
な
る
。
恒
太
よ
り
少
し
前
に
出
る
。
な
ん
と
な

く
、
顔
を
見
ら
れ
た
く
な
い
と
思
っ
て
し
ま
っ
た
。

「
さ
っ
き
だ
っ
て
自
主
練
し
て
た
ん
で
し
ょ
？ 

子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
ず
っ
と
同
じ

こ
と
を
続
け
る
っ
て
す
ご
い
こ
と
だ
よ
。
私
に
は
き
っ
と
無
理
だ
も
ん
。」

　

言
っ
て
か
ら
、
自
分
の
言
葉
に
頷う

な
ずく

。
自
分
に
は
無
理
。
現
に
今
だ
っ
て
、
吹
奏

楽
部
に
は
い
る
け
れ
ど
、
野
球
の
応
援
な
ん
か
よ
り
コ
ン
ク
ー
ル
の
方
が
ず
っ
と
大

切
だ
。
自
分
は
、
何
一
つ
と
し
て
曲
げ
ず
に
持
っ
て
い
る
も
の
は
な
い
の
か
も
し
れ

な
い
。

　

そ
う
思
っ
た
時
、
う
し
ろ
で
恒
太
が
立
ち
止
ま
る
気
配
を
感
じ
て
、
春
菜
も
足
を

止
め
る
。
振
り
返
る
と
、
恒
太
が
春
菜
を
見
つ
め
て
い
た
。

　

そ
の
表
情
は
、悲
し
み
と
と
も
に
、ど
こ
か
怒
り
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

「
俺
は
、
別
に
自
分
が
す
ご
い
な
ん
て
思
わ
な
い
。」

　

抑よ
く

揚よ
う

の
な
い
恒
太
の
声
は
、
心
無
し
か
普
段
よ
り
も
低
い
。
そ
れ
が
、
春
菜
を
不
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〔
問
２
〕
⑵
影
が
気
が
つ
い
た
よ
う
に
春
菜
を
見
た
。 

と
あ
る
が
、
こ
の
表
現
の
意
味

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

ア　

春
菜
は
学
校
で
少
し
心
が
重
く
な
る
出
来
事
が
あ
っ
た
け
れ
ど
、
親
し
い
知
り
合

い
に
会
っ
て
ほ
っ
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、比
喩
を
用
い
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。

イ　

春
菜
は
影
が
誰
な
の
か
す
ぐ
に
認
識
で
き
た
け
れ
ど
、
相
手
も
す
で
に
春
菜
だ
と

認
識
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、擬ぎ

人じ
ん

法ほ
う

を
用
い
て
生
き
生
き
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

ウ　

春
菜
は
見
慣
れ
て
自
然
に
認
識
で
き
る
け
れ
ど
、
影
は
暗
く
て
本
来
誰
だ
か
特
定

で
き
な
い
程
度
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、擬
人
法
で
効
果
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

エ　

春
菜
は
相
手
が
誰
な
の
か
は
っ
き
り
わ
か
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
こ
れ
か
ら
の
展
開

の
予
測
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
、比
喩
に
よ
っ
て
間
接
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

〔
問
１
〕
⑴
演
奏
の
場
。 

と
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切

な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

先
生
と
先
輩
の
や
り
取
り
か
ら
、
何
の
た
め
に
演
奏
す
る
の
か
と
、
音
楽
の
本
質

的
な
あ
り
方
に
つ
い
て
目
を
向
け
始
め
た
こ
と
を
暗
示
す
る
言
葉
。

イ　

先
生
と
先
輩
が
交か

わ
し
た
会
話
を
思
い
出
す
こ
と
で
、
険
悪
な
雰ふ

ん

囲い

気き

か
ら
無
意

識
に
離
れ
た
い
と
、
自
分
の
世
界
に
ひ
た
る
転
換
点
と
な
る
言
葉
。

ウ　

先
生
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
全
国
大
会
と
壮
行
会
の
ど
ち
ら
の
場
の
重
要
性
も
無
視

で
き
な
い
と
、
決
め
か
ね
て
迷
っ
て
い
る
こ
と
を
象
徴
す
る
言
葉
。

エ　

先
生
の
発
言
を
受
け
て
、
コ
ン
ク
ー
ル
だ
け
で
な
く
聴

ち
ょ
う

衆し
ゅ
うに

聞
い
て
も
ら
う
演
奏

に
も
意
味
が
あ
る
と
、
改
め
て
認に

ん
し
き識

す
る
き
っ
か
け
と
な
る
言
葉
。
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〔
問
５
〕
本
文
の
「
風
」
の
描
写
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は

ど
れ
か
。

ア　

外
の
開
放
的
な
雰
囲
気
を
表
し
な
が
ら
、
人
物
の
心
情
の
比
喩
と
し
て
も
機
能
す

る
、
二
重
の
表
現
意
図
が
読
み
取
れ
る
。

イ　

季
節
の
変
わ
り
目
の
微
妙
な
変
化
を
表
す
と
と
も
に
、
人
物
の
心
の
動
き
と
連
動

す
る
、
象
徴
的
な
意
味
が
読
み
取
れ
る
。

ウ　

若
者
た
ち
の
物
語
に
ふ
さ
わ
し
い
、
初
夏
の
若
々
し
く
さ
わ
や
か
な
雰
囲
気
を
、

自
然
に
醸か

も

し
出
す
効
果
が
読
み
取
れ
る
。

エ　

表
面
的
主
題
と
別
に
、
は
か
な
い
人
間
の
思
惑
と
悠
久
の
自
然
を
対
比
す
る
、
も

う
一
つ
の
隠
れ
た
主
題
が
読
み
取
れ
る
。

〔
問
６
〕
本
文
に
お
け
る
「
春
菜
」
の
思
い
の
推
移
を
順
に
表
す
も
の
と
し
て
最
も
適

切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

不
安
感 

→ 

安あ
ん

堵ど

感 

→ 

一
時
逃
れ 

→ 

罪
悪
感 

→ 

憂ゆ
う　
　

鬱う
つ

イ　

憂　

鬱 

→ 

不
安
感 

→ 

安
堵
感 

→ 

罪
悪
感 

→ 

一
時
逃
れ

ウ　

不
安
感 

→ 

憂　

鬱 

→ 

安
堵
感 

→ 

一
時
逃
れ 

→ 

罪
悪
感

エ　

憂　

鬱 

→ 

安
堵
感 

→ 

一
時
逃
れ 

→ 

不
安
感 

→ 

罪
悪
感

〔
問
３
〕
⑶
そ
れ
を
消
す
よ
う
に
、
数
度
瞬ま

ば
たき
を
繰
り
返
し
た
。 

と
あ
る
が
、
そ
の
理

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

ア　

恒
太
の
言
葉
で
か
つ
て
憧
れ
た
高
校
野
球
の
光
景
が
あ
り
あ
り
と
目
に
浮
か
ん
だ

が
、
今
の
自
分
に
は
過
去
の
思
い
だ
と
、
現
実
に
戻
っ
て
打
ち
消
そ
う
と
し
た
か
ら
。

イ　

夏
の
強
い
陽ひ

射ざ

し
と
大
き
な
歓
声
に
対
す
る
か
つ
て
の
思
い
が
鮮
明
に
浮
か
ん
だ

が
、
今
か
ら
考
え
る
と
稚ち

拙せ
つ

な
憧
れ
だ
っ
た
と
、
慌あ

わ

て
て
振
り
払は

ら

お
う
と
し
た
か
ら
。

ウ　

忘
れ
て
い
た
幼
い
頃こ

ろ

の
思
い
出
が
現
前
す
る
よ
う
な
確
か
な
感
覚
に
と
ら
わ
れ
た

が
、
す
ぐ
に
色
あ
せ
て
し
ま
う
と
き
め
き
な
の
だ
と
、
理
性
的
に
思
い
直
し
た
か
ら
。

エ　

恒
太
の
呟つ

ぶ
やき

か
ら
高
校
野
球
へ
の
思
い
を
共
有
し
て
い
る
と
疑
っ
て
い
な
い
響
き

を
感
じ
た
が
、
自
分
の
心
は
変
わ
っ
た
の
だ
と
、
ま
だ
知
ら
れ
た
く
な
か
っ
た
か
ら
。

〔
問
４
〕
⑷
多
分
コ
レ
は
、〝
後
ろ
め
た
い
〟
の
だ
。 

と
あ
る
が
、「
後
ろ
め
た
い
」
気

持
ち
は
本
文
の
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
表
れ
て
い
る
か
。
こ
れ
を
次
の　
　
　
　
　

の
よ
う
に
説
明
す
る
と
き
、　　

１　
　

と　
　

２　
　

に
当
て
は
ま
る
表
現

を
、　　

１　
　

は
十
七
字
、　　

２　
　

は
十
一
字
で
、
そ
れ
ぞ
れ
本
文
中
か

ら
抜
き
出
し
て
書
け
。

　
　

１　
　

し
た
り
、　　

２　
　

た
り
す
る
と
こ
ろ
。
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こ
と
を
起
点
に
し
た
⑵
往
復
運
動
を
設
計
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。

　

で
は
こ
の
時
代
に
求
め
ら
れ
て
い
る
あ
た
ら
し
い「
書
く
」「
読
む
」力
と
は
何
か
。

た
と
え
ば
能
力
は
高
く
な
い
け
れ
ど
、
な
に
か
社
会
に
物
を
申
し
た
い
と
い
う
気
持

ち
だ
け
は
強
い
人
が
い
ま
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
発
言
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
彼
／
彼

女
は
そ
の
問
題
そ
の
も
の
で
は
な
く
タ＊

イ
ム
ラ
イ
ン
の
潮
目
の
ほ
う
を
読
ん
で
し
ま

う
。
そ
し
て
Ｙ
Ｅ
Ｓ
か
Ｎ
Ｏ
か
、
ど
ち
ら
に
加
担
す
べ
き
か
だ
け
を
判
断
し
て
し
ま

う
。

　

タ
イ
ム
ラ
イ
ン
の
潮
目
を
読
む
の
は
簡
単
だ
。
そ
の
問
題
そ
の
も
の
、
対
象
そ
の

も
の
に
触
れ
る
こ
と
も
な
く
、
多
角
的
な
検
証
も
背
景
の
調
査
も
必
要
な
く
Ｙ
Ｅ
Ｓ

か
Ｎ
Ｏ
か
だ
け
を
判
断
す
れ
ば
よ
い
の
だ
か
ら
。
し
か
し
、
具
体
的
に
そ
の
対
象
そ

の
も
の
を
論
じ
よ
う
と
す
る
と
話
は
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
く
る
。
そ
こ
に
は
対
象
を

解
体
し
、
分ぶ

ん

析せ
き

し
、
他
の
何
か
と
関
連
付
け
て
化
学
反
応
を
起
こ
す
能
力
が
必
要
と

な
る
。

　

そ
し
て
価
値
の
あ
る
情
報
発
信
と
は
、
Ｙ
Ｅ
Ｓ
か
Ｎ
Ｏ
か
を
述
べ
る
の
で
は
な

く
、
こ
う
し
て
そ
の
対
象
を
「
読
む
」
こ
と
で
得
ら
れ
た
も
の
か
ら
、
自
分
で
問
題

を
設
定
す
る
こ
と
だ
。
単
に
こ
れ
を
叩た

た

く
／
褒ほ

め
る
の
が
評
価
経
済
的
に
自
分
に
有

利
か
、
不
利
か
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
対
象
の
投
げ
か
け
に
答
え
る
こ
と
で
、

新
し
く
問
題
を
設
定
す
る
こ
と
だ
。
あ
る
記
事
に
出
会
っ
た
と
き
に
そ
の
賛
否
ど
ち

ら
に
、
ど
れ
く
ら
い
の
距き

ょ

離り

で
加
担
す
る
か
を
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
記
事

か
ら
着
想
し
て
自
分
の
手
で
あ
た
ら
し
く
問
い
を
設
定
し
、
世
界
に
存
在
す
る
視
点

を
増
や
す
こ
と
だ
。
既
に
存
在
し
て
い
る
問
題
の
、
そ
れ
も
既
に
示
さ
れ
て
い
る
選

択
肢
（
大た

い

抵て
い

の
場
合
そ
れ
は
二
者
択
一
で
あ
る
）
に
答
え
を
出
す
の
で
は
な
く
、
あ

ら
た
な
問
い
を
生
む
こ
と
こ
そ
が
、
世
界
を
豊
か
に
す
る
発
信
だ
。

⑶「
書
く
」こ
と
と「
読
む
」こ
と
を
往
復
す
る
こ
と
の
意
味
は
こ
こ
に
あ
る
。
単
に「
書

く
」
こ
と
だ
け
を
覚
え
て
し
ま
っ
た
人
は
、
与
え
ら
れ
た
問
い
に
答
え
る
こ
と
し
か

で
き
な
い
。
し
か
し
対
象
を
あ
る
態
度
で「
読
み
」、そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
を「
書

く
」
こ
と
で
人
間
は
あ
た
ら
し
く
問
い
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
る
こ

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
。）

「
書
く
」
こ
と
、「
発
信
す
る
」
こ
と
は
も
は
や
僕
た
ち
の
日
常
の
生
活
の
一
部
だ
。

こ
の
四
半
世
紀
で
、「
読
む
」
こ
と
と
「
書
く
」
こ
と
の
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
は
大
き

く
変
化
し
た
。
前
世
紀
ま
で
「
読
む
」
こ
と
と
「
書
く
」
こ
と
で
は
前
者
が
基
礎
で

後
者
が
応
用
だ
っ
た
。「
読
む
」
こ
と
が
当
た
り
前
の
日
常
の
行こ

う

為い

で
「
書
く
」
と

い
う
の
は
非
日
常
の
特
別
な
行
為
だ
っ
た
。
し
か
し
現
代
で
は
多
く
の
人
に
と
っ
て

は
既
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
文
章
を
「
書
く
」
こ
と
の
ほ
う
が
当
た
り
前
の
日
常
に

な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
（
本
な
ど
の
ま
と
ま
っ
た
文
章
を
）「
読
む
」
こ
と
の
ほ
う

が
特
別
な
非
日
常
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
僕
た
ち
は
「
読
む
」
こ
と
の
延
長
線

上
に
「
書
く
」
こ
と
を
身
に
つ
け
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
社
会
に
出
る
若
い

人
々
の
多
く
は
そ
う
は
な
ら
な
い
。
彼
ら
／
彼
女
ら
の
多
く
は
お
そ
ら
く
「
書
く
」

こ
と
に
「
読
む
」
こ
と
よ
り
慣
れ
て
い
る
。
現
代
の
情
報
環
境
下
に
生
き
る
人
々
は
、

読
む
こ
と
か
ら
書
く
こ
と
を
覚
え
る
の
で
は
な
く
、
書
く
こ
と
か
ら
読
む
こ
と
を
覚

え
る
ほ
う
が
自
然
な
の
だ
。
こ
れ
は
現
代
の
人
類
が
十
分
に
「
読
む
」
訓
練
を
し
な

い
ま
ま
に
、「
書
く
」環
境
を
手
に
入
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
が
、

か
つ
て
の
よ
う
に
読
む
こ
と
「
か
ら
」
書
く
と
い
う
ル
ー
ト
を
た
ど
る
こ
と
は
、
も

は
や
難
し
い
。
そ
れ
は
僕
た
ち
の
生
き
て
い
る
⑴
こ
の
世
界
の
「
流
れ
」
に
逆
ら
う

こ
と
な
の
だ
。

　

で
は
ど
う
す
る
の
か
。
現
代
に
お
い
て
多
く
の
人
は
日
常
的
に
、脊せ

き
ず
い髄
反
射
的
に
、

た
い
し
た
思し

慮り
ょ

も
検
証
も
な
く
「
書
い
て
」
し
ま
う
。
な
ら
ば
「
読
む
」
こ
と
と
同

時
に
「
書
く
」
こ
と
を
始
め
る
し
か
な
い
。
い
や
、
よ
り
正
確
に
は
訓
練
の
起
点
は

「
書
く
」
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
。
ま
ず
は
プ＊

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
促う

な
がす
脊
髄
反
射
的

な
発
信
で
は
な
い
良
質
な
発
信
を
動
機
づ
け
、そ
の
過
程
で
「
書
く
」
た
め
に
は
「
読

む
」
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
認に

ん
し
き識
さ
せ
る
。
そ
し
て
「
読
む
」
訓
練
を
経
た
上

で
も
う
一
度「
書
く
」こ
と
へ
の
挑
戦
を
求
め
る
。「
読
む
」こ
と
で
は
な
く「
書
く
」

４
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「
批
評
」
と
は
自
分
以
外
の
何
か
に
つ
い
て
の
思
考
だ
。
そ
れ
は
小
説
や
映
画
に
つ

い
て
で
も
構
わ
な
い
。
料
理
や
家
具
に
つ
い
て
で
も
構
わ
な
い
。
そ
れ
は
、
対
象
と

自
分
と
の
関
係
性
を
記
述
す
る
行
為
だ
。
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
思
考
で
、
世
界
の
見

え
方
を
変
え
る
行
為
だ
。
最
初
か
ら
想
定
し
て
い
る
結
論
を
確か

く
に
ん認

し
て
、
考
え
る
こ

と
を
放ほ

う

棄き

し
て
安
心
す
る
行
為
で
は
な
く
、
考
え
る
こ
と
そ
の
も
の
を
楽
し
む
行
為

だ
。
ニ
ュ
ー
ス
サ
イ
ト
の
コ
メ
ン
ト
欄ら

ん

や
ソ＊

ー
シ
ャ
ル
ブ
ッ
ク
マ
ー
ク
へ
の
投
稿
で

大＊

喜
利
の
よ
う
に
閉
じ
た
村
の
中
で
ポ
イ
ン
ト
を
稼か

せ

ぐ
こ
と
で
満
た
さ
れ
る
の
で
は

な
く
、
よ
く
読
み
、
よ
く
考
え
る
こ
と
、
と
き
に
迷
い
袋

ふ
く
ろ

小こ
う

路じ

に
佇た

た
ずむ

こ
と
そ
の
も

の
を
楽
し
む
行
為
だ
。

　

誰
か
が
批
評
を
書
く
と
き
、
書
か
な
く
と
も
批
評
に
触
れ
て
世
界
へ
の
接
し
方
が

変
わ
る
と
き
、そ
れ
は
紛ま

ぎ

れ
も
な
く
自
分
が
発
信
す
る
自
分
の
物
語
の
発は

つ

露ろ

に
な
る
。

し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
自
分
に
つ
い
て
の
言
葉
で
は
な
い
。
自
分
の
物
語
で
あ
り

な
が
ら
自＊

己
幻
想
に
は
直
接
結
び
つ
く
こ
と
は
な
い
。何
か
に
つ
い
て
書
く
こ
と（
批

評
）
は
、
自
己
幻
想
と
自
己
の
外
側
に
あ
る
何
か
（
世
界
）
の
関
係
性
に
つ
い
て
言

葉
に
す
る
こ
と
だ
。
そ
れ
は
不ふ

か

ひ
可
避
に
自
己
幻
想
の
肥
大
す
る
こ
の
時
代
に
、
よ
り

必
要
と
さ
れ
る
言
葉
な
の
だ
。

（
宇
野
常
寛
「
遅
い
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
」
に
よ
る
）

と
で
、
世
界
の
見
え
方
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

あ
ら
た
な
問
い
を
生
む
発
信
は
、
既
に
存
在
す
る
価
値
へ
の
「
共
感
」
の
外
側
に

あ
る
。
人
々
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
あ
る
情
報
を
与
え
ら
れ
、
そ
れ
に
「
共
感
」
す

る
と
「
い
い
ね
」
す
る
。
こ
の
と
き
、
そ
の
人
の
内
面
に
変
化
は
起
き
な
い
。
そ
れ

が
よ
い
と
予

あ
ら
か
じめ

思
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
「
い
い
ね
」
す
る
。
し
か
し
問
い
を
立
て
る

発
信
は
違
う
。
国
会
を
取
り
巻
く
デ
モ
隊
と
、
そ
れ
を
取
り
締
ま
る
機
動
隊
の
ど
ち

ら
に
「
共
感
」
す
る
か
と
い
う
回
答
を
行
う
発
信
は
世
界
を
少
し
も
変
え
は
し
な
い
。

し
か
し
そ
こ
に
人
出
を
見
込
ん
で
ア
ン
パ
ン
屋
を
出
す
人
々
の
視
点
を
導
入
す
る
こ

と
で
、
あ
ら
た
な
問
い
が
生
ま
れ
る
。
世
界
の
見
え
方
が
変
わ
る
の
だ
。

　

こ
う
し
た
価
値
の
転て

ん

倒と
う

は
、⑷「
共
感
」の「
い
い
ね
」の
外
側
に
あ
る
。 

人
間
は「
共

感
」
し
た
と
き
で
は
な
く
む
し
ろ
想
像
を
超
え
た
も
の
に
触
れ
た
と
き
に
価
値
転
倒

を
起
こ
す
。
そ
し
て
世
界
の
見
え
方
が
変
わ
る
の
だ
。

　

そ
し
て
価
値
転
倒
を
も
た
ら
す
の
は
「
報
道
」
の
役
目
で
は
な
い
。
僕＊

が
ス
ロ
ー

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
よ
う
に
「
報
道
」
に
主
眼
を
お
か
な
い
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。

事
実
を
報
じ
る
こ
と
は
前
提
と
し
て
必
要
だ
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
足
り
な
い
。

僕
た
ち
は
そ
の
事
実
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
接
す
る
の
か
。
そ
の
距
離
感
と
侵
入 

角か
く

度ど

を
変
え
る
た
め
の
言
葉
が
必
要
な
の
だ
。
そ
し
て
様
々
な
距
離
と
角
度
か
ら
対

象
を
眺
め
、
接
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
人
間
は
そ
の
事
物
に
対
し
あ
た
ら
し
い
問
い

を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
そ
う
、そ
の
行
為
に
僕
は
い
ま
改
め
て「
批
評
」

と
い
う
言
葉
を
充あ

て
た
い
。「
報
道
」
が
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
あ
る
事
実

の
一
側
面
だ
。
そ
し
て
「
批
評
」
は
そ
の
事
実
の
一
側
面
と
、
自
己
と
の
関
係
性
を

考
え
る
行
為
だ
。
距
離
感
と
進
入
角
度
を
試し

行こ
う

錯さ
く

誤ご

し
続
け
る
行
為
だ
。「
報
道
」

は
世
界
の
ど
こ
か
で
生
ま
れ
た「
他
人
の
物
語
」を
伝
え
る
。
報
道
を
受
信
し
た
人
々

は
そ
れ
を
解か

い

釈し
ゃ
くし
て
「
自
分
の
物
語
」
と
し
て
再
発
信
す
る
。
こ
の
と
き
与
え
ら
れ

た
問
い
に
Ｙ
Ｅ
Ｓ
か
Ｎ
Ｏ
か
、
０
か
１
か
を
表
明
す
る
こ
と
だ
け
で
は
世
界
は
貧
し

く
な
る
。
こ
の
と
き
あ
た
ら
し
く
問
い
を
立
て
直
し
「
共
感
す
る
／
し
な
い
」
と
い

う
二
者
択
一
の
外
側
に
世
界
を
広
げ
る
た
め
に
は
「
批
評
」
の
言
葉
が
必
要
な
の
だ
。

し
ん
に
ゅ
う
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〔
注
〕
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
― 

―
個
人
が
情
報
発
信
な
ど
を
行
う
際
に
用
い
る
Ｓ
Ｎ

Ｓ
な
ど
の
こ
と
。

タ
イ
ム
ラ
イ
ン
― 

―
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
投
稿
サ
イ
ト
な
ど
に
お
い
て
、

投
稿
者
の
発
言
が
時
系
列
に
並
ん
で
い
る
も
の
。

僕
が
ス
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
よ
う
に
「
報
道
」
に
主
眼
を
お
か
な
い

　
　
　

― 
―
情
報
の
価
値
を
十
分
に
吟ぎ

ん

味み

し
、
掘ほ

り
下
げ
て
か
ら
発
信
す
る

ス
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
同
様
に
、
筆
者
も
単
に
事
実
を
発
信

す
る
だ
け
の
報
道
で
は
足
り
な
い
と
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

ソ
ー
シ
ャ
ル
ブ
ッ
ク
マ
ー
ク

　
　
　

― 

―
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
お
気
に
入
り
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
登

録
、
公
開
さ
れ
て
い
る
場
所
。

大
喜
利
― 

―
お
題
に
従
っ
て
参
加
者
が
ひ
ね
り
や
洒し

ゃ
れ落

を
き
か
せ
た
回
答
を

行
い
あ
う
こ
と
。

自
己
幻
想
―
―
自
分
に
つ
い
て
自
分
が
抱
い
て
い
る
思
い
込
み
。
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〔
問
３
〕
⑶「
書
く
」
こ
と
と
「
読
む
」
こ
と 

と
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
次
の 

　
　
　
　
　

の
よ
う
に
説
明
す
る
と
き
、　　

１　
　

と　
　

２　
　

に
当

て
は
ま
る
最
も
適
切
な
表
現
を
、
本
文
中
か
ら　
　

１　
　

は
二
十
九
字
、 

　
　

２　
　

は
三
十
字
で
探
し
、
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
書
け
。

現
代
に
求
め
ら
れ
る
新
し
い
「
読
む
」
力
と
は
、　　

１　
　

力
で
あ
り
、

ま
た
現
代
に
求
め
ら
れ
る
新
し
い
「
書
く
」
力
と
は
、　　

２　
　

発
信
を

可
能
に
す
る
力
の
こ
と
で
あ
る
。

〔
問
４
〕
⑷「
共
感
」
の
「
い
い
ね
」
の
外
側
に
あ
る
。 

と
あ
る
が
、ど
う
い
う
こ
と
か
。

次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア　

以
前
か
ら
あ
っ
た
価
値
観
の
表
明
に
す
ぎ
な
い
、
あ
る
情
報
に
対
す
る
賛
同
の
意

思
表
示
と
は
、
異
な
る
と
い
う
こ
と
。

イ　

他
人
の
意
見
に
対
し
て
、
自
分
の
価
値
観
に
基
づ
い
た
論
評
を
す
る
よ
う
な
発
信

と
は
、
異
な
る
と
い
う
こ
と
。

ウ　

他
者
の
発
信
に
対
し
て
、
賛
同
の
意
思
表
示
を
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
時
に
は
否

定
的
な
意
見
の
発
信
を
し
て
い
く
こ
と
。

エ　

他
者
の
意
見
に
迎
合
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
他
者
の
意
見
を
も
と
に
、
自
分
の
利

益
と
な
る
発
信
を
し
て
い
く
こ
と
。

〔
問
１
〕
⑴
こ
の
世
界
の
「
流
れ
」
に
逆
ら
う
こ
と
な
の
だ
。 

と
あ
る
が
、
な
ぜ
か
。
次

の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
よ
り
、
現
代
で
は
読
む
訓
練
を
す
る
た
め
の
情
報
環

境
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
。

イ　

現
代
の
情
報
環
境
下
で
は
、
読
む
こ
と
と
書
く
こ
と
と
を
区
別
せ
ず
に
同
時
に
学

ん
で
い
く
こ
と
が
理
想
的
だ
か
ら
。

ウ　

書
く
環
境
が
充
実
し
た
結
果
、
現
代
で
は
書
く
こ
と
の
延
長
線
上
に
読
む
こ
と
を

身
に
つ
け
る
道
筋
が
一
般
的
だ
か
ら
。

エ　

読
む
こ
と
と
書
く
こ
と
の
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
の
変
化
に
よ
り
、
読
む
こ
と
が
特と

く
し
ゅ殊

な
価
値
を
も
つ
行
為
に
な
っ
た
か
ら
。

〔
問
２
〕
⑵
往
復
運
動 

と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な

も
の
を
選
べ
。

ア　

脊
髄
反
射
的
に
書
く
習
慣
の
上
に
、
多
量
の
文
章
を
読
む
こ
と
を
加
え
て
、
し
だ

い
に
良
く
書
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
訓
練
す
る
こ
と
。

イ　

思
っ
た
ま
ま
を
す
ぐ
書
く
の
で
は
な
く
、
良
質
な
発
信
を
目
指
し
た
読
む
経
験
を

踏
ま
え
て
、
改
め
て
書
く
よ
う
に
訓
練
す
る
こ
と
。

ウ　

読
む
こ
と
で
は
な
く
、
書
く
こ
と
を
訓
練
の
起
点
と
し
て
い
く
こ
と
で
、
素
早
く

情
報
発
信
が
で
き
る
よ
う
に
習
慣
づ
け
る
こ
と
。

エ　

読
む
こ
と
と
書
く
こ
と
を
並
行
し
て
訓
練
す
る
こ
と
で
、
両
者
を
自
由
に
行
き
来

し
な
が
ら
、
良
質
な
発
信
が
行
え
る
よ
う
習
慣
づ
け
る
こ
と
。
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〔
問
７
〕
現
代
の
情
報
環
境
下
に
生
き
る
私
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
留
意
す
る

べ
き
だ
と
考
え
る
か
。
本
文
を
踏
ま
え
、
あ
な
た
の
考
え
を
二
〇
〇
字
以
内
に

ま
と
め
て
書
け
。
な
お
、
書
き
出
し
や
改
行
の
際
の
空く

う

欄ら
ん

や
、
、
や
。
や
「
な

ど
も
そ
れ
ぞ
れ
字
数
に
数
え
よ
。

〔
問
５
〕
本
文
で
対
比
さ
れ
て
い
る
「
他
人
の
物
語
」
と
「
自
分
の
物
語
」
の
違
い
に

つ
い
て
、
次
の　
　
　
　
　

の
よ
う
に
説
明
す
る
と
き
、　　
　
　
　

に
当
て

は
ま
る
表
現
を
、
必
ず
本
文
中
の
語
句
を
用
い
て
、
二
十
字
以
上
二
十
五
字
以

内
で
書
け
。

自
己
以
外
の
何
か
に
つ
い
て
、　　
　
　
　

が
な
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い

う
違
い
。

〔
問
６
〕
こ
の
文
章
の
構
成
、
内
容
の
説
明
と
し
て
適
切
な
も
の
は
ど
れ
と
ど
れ
か
。

正
し
い
組
み
合
わ
せ
を
、
後
の
ア
～
オ
の
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

ａ　

新
し
い
情
報
発
信
の
あ
り
方
と
い
う
主
要
な
論
点
に
つ
い
て
、
言
葉
を
変
え
な
が

ら
繰
り
返
し
論
じ
て
い
る
。

ｂ　

発
信
が
日
常
と
な
っ
た
現
代
の
情
報
環
境
を
中
心
に
し
つ
つ
、
時
代
を
超
え
た 

普ふ

遍へ
ん

的て
き

主
張
に
論
が
進
ん
で
い
る
。

ｃ　

現
代
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
状
況
を
分
析
し
、そ
の
問
題
点
を
指し

摘て
き

し
た
う
え
で
、若
い
人
々

に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。

ｄ　

報
道
と
批
評
を
比ひ

較か
く

す
る
こ
と
で
、
対
象
と
の
距
離
感
を
設
定
し
に
く
い
と
い
う

批
評
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

ｅ　

論
の
序じ

ょ
ば
ん盤
で
は
、
問
い
を
投
げ
か
け
る
こ
と
を
重
ね
て
論
点
を
深
め
な
が
ら
、
段

階
的
に
論
を
進
め
て
い
る
。

ｆ　

異
な
る
立
場
の
主
張
に
も
触
れ
な
が
ら
、
特
定
の
立
場
に
偏か

た
よる

こ
と
な
く
対
比
的

に
論
を
展
開
し
て
い
る
。

ア　
ａ
と
ｂ　

イ　

ｂ
と
ｆ　

ウ　
ｃ
と
ｄ　

エ　
ａ
と
ｅ　

オ　

ｂ
と
ｅ
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休き
ゅ
うが
茶
に
お
け
る
、
其そ

の

貫か
ん

道ど
う

す
る
物
は
一い

つ

な
り
。
し
か
も
風
雅
に
お
け
る
も
の
、

⑴
造ぞ

う

化か

に
し
た
が
ひ
て
四し

い

時じ

を
友
と
す
。 

見
る
処

と
こ
ろ

花
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
事
な
し
。

お
も
ふ
所
月
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
事
な
し
。
像

か
た
ち

花
に
あ
ら
ざ
る
時
は
夷い

狄て
き

に
ひ
と

し
。
心
花
に
あ
ら
ざ
る
時
は
鳥
獣
に
類る

い

す
。
夷
狄
を
出い

で
、
鳥
獣
を
離
れ
て
、
造

化
に
し
た
が
ひ
、
造
化
に
か
へ
れ
と
な
り
。

和
歌
の
道
で
西
行
の
し
た
こ
と
、
連
歌
の
道
で
宗
祇
の
し
た
こ
と
、
絵
画
の
道
で

雪
舟
の
し
た
こ
と
、
茶
の
道
で
利
休
の
し
た
こ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
携た

ず
さわ

っ
た
道
は

別
々
だ
が
、
そ
の
人
々
の
芸
道
の
根
底
を
貫つ

ら
ぬい

て
い
る
も
の
は
同
一
で
あ
る
。
そ

の
上
、
風
雅
と
い
う
も
の
は
、
天
地
自
然
に
則の

っ
とっ
て
、
四
季
の
移
り
変
わ
り
を
友

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
見
る
も
の
す
べ
て
が
花
で
あ
り
、
思
う
こ
と
す
べ
て
が
月

で
な
い
も
の
は
な
い
。
人
は
見
る
も
の
が
花
の
よ
う
な
優
雅
さ
を
持
た
な
い
な
ら

ば
、
野や

蛮ば
ん

な
人
々
と
同
様
で
あ
り
、
心
に
思
う
と
こ
ろ
が
花
の
よ
う
な
優
雅
さ
で

な
い
な
ら
ば
、
鳥
獣
の
類た

ぐ
いで

あ
る
。
だ
か
ら
、
野
蛮
な
人
々
や
、
鳥
獣
の
よ
う
な

境き
ょ
う
が
い涯か

ら
抜
け
出
て
、
天
地
自
然
に
則
り
、
天
地
自
然
に
帰き

一い
つ

せ
よ
と
い
う
の
で

あ
る
。

　
「
風
雅
」
と
は
、芭
蕉
に
よ
れ
ば
造
化
（「
自
然
」）
に
随
順
す
る
こ
と
に
は
じ
ま
り
、

四
時
、
す
な
わ
ち
春
夏
秋
冬
と
い
う
「
自
然
」
の
折
々
の
あ
ら
わ
れ
を
自
分
の
「
友
」

と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
醸か

も

し
出
さ
れ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
自
然
は
即
物
的
に

もヽ
のヽ
と
し
て
、
外
在
と
し
て
そ
こ
に
た
だ
在
る
の
で
は
な
い
。「
風
雅
」
の
眼め

と
心
と

を
も
っ
て
見
、
ま
た
思
う
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
見
る
処
花
に
あ
ら
ず
と
い
ふ

事
な
し
。
お
も
ふ
所
月
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
事
な
し
」
な
の
だ
。
そ
れ
が
「
造
化
に
し
た

が
ひ
、
造
化
に
か
へ
」
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
人
間
は
自
然
に
随
順
し
、
最
後
は

自
然
に
帰
着
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
⑵
重
要
な
の
は
、
そ
こ
に
逆
説
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

人
間
は
お
の
れ
を

無
た
ら
し
め
て
、
自
然
の
一
部
に
化
し
て
ゆ
く
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
を
反
面
か
ら
み
れ

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。
な
お
、
本
文
の
前
で
は
、
松ま

つ

尾お

芭ば

蕉し
ょ
うが
西
行
を
慕し

た

い
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

　
　
　
　

内
は
、
本
文
に
引
用
さ
れ
て
い
る
古
文
の
現
代
語
訳
を
補
っ
た
も
の
で

あ
る
。（
＊
印
の
付
い
て
い
る
言
葉
に
は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

　

芭
蕉
が
は
じ
め
か
ら
西
行
を
究
極
的
な
場
所
に
位
置
づ
け
て
い
た
と
は
い
え
な
い
。

比ひ

較か
く

的
早
い
時
期
で
は
、
貞

じ
ょ
う
き
ょ
う

享
元
年
（
一
六
八
四
）
か
ら
翌
年
に
か
け
て
東
海
、
伊＊

い

勢せ

、

吉＊

野
、
奈な

良ら

、
京
都
を
め
ぐ
る
『
野＊

ざ
ら
し
紀
行
』
の
旅
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の

中
に
次
の
よ
う
に
「
西
行
」
が
あ
ら
わ
れ
る
。

　

外＊
げ

宮く
う

参
拝
の
と
こ
ろ
で
芭
蕉
が
思
い
出
し
て
い
る
歌
「
ま
た
上
も
な
き
峯み

ね

の
松
風
」

は
、
西
行
の
『
千

＊
せ
ん

載ざ
い

集し
ゅ
う』

に
入
っ
た
一
首

　
　
「
深
く
入
り
て
神か

み

路じ

の
奥
を
た
づ
ぬ
れ
ば
ま
た
上
も
な
き
峯
の
松
風
」

深
く
入
っ
て
神＊

路
山
の
奥
を
尋た

ず

ね
て
み
る
と
、
釈＊

し
ゃ
か迦

が
教
え
を
説
い
た
こ
の
上
な

い
峰み

ね

、
霊

り
ょ
う

鷲じ
ゅ
せ
ん山

の
松
の
こ
ず
え
を
吹
く
風
が
こ
こ
に
も
吹
い
て
い
る
よ
。

で
、
和
歌
の
引
用
は
西
行
へ
の
敬
意
で
あ
る
。
神
宮
に
近
い
西
行
谷
で
芋い
も

を
洗
う
女
た

ち
の
情
景
で
も
、
吉
野
西

＊
さ
い
ぎ
ょ
う
あ
ん

行
庵
近
く
の
湧ゆ

う

水す
い

「
と
く
と
く
の
清
水
」
で
も
、
西
行
景

＊
け
い

慕ぼ

の
念
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
ま
だ
西
行
を
景
物
の
中
で
と
ら
え
て
い
る

と
し
か
言
え
な
い
。

　

貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
か
ら
の
旅
を
記
し
た
紀
行
『
笈お

い

の
小こ

文ぶ
み

』
に
い
た
っ
て
、

芭
蕉
に
と
っ
て
の
西
行
は
景
物
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
象
徴
的
存
在
と
な
る
。
実
は
そ
こ

で
の
西
行
は
理
念
化
さ
れ
す
ぎ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
の
だ
が
、『
笈
の
小
文
』
の
冒ぼ

う

頭と
う

、
芭
蕉
は
お
の
れ
を
風
に
破
れ
や
す
い
う
す
も
の
「
風ふ

う
ら
ぼ
う

羅
坊
」
と
自
己
規
定
し
て
か

ら
、
次
の
よ
う
に
記
し
た
。

西
行
の
和
歌
に
お
け
る
、
宗
＊
そ
う

祇ぎ

の
連
歌
に
お
け
る
、
雪

＊
せ
っ

舟し
ゅ
うの
絵
に
お
け
る
、
利＊

り

５
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対
象
の
本
質
が
光
の
よ
う
に
心
に
き
ら
め
い
た
ら
、
そ
の
印
象
の
ま
だ
消
え
な
い

う
ち
に
句
作
す
べ
き
だ
。 

『
三
冊
子
』

―
―
光
を
見
た
そ
の
一
瞬
に
事
が
成
ら
な
い
な
ら
、
そ
れ
は
駄だ

目め

な
の
で
あ
り
、
消
え

失う

せ
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

　

芭
蕉
の
こ
の
教
え
の
中
に
、
明＊

み
ょ
う
え恵

に
語
っ
た
西
行
の
言
葉
が
遠
く
交
響
し
て
い
る

よ
う
に
聞
こ
え
る
。
西
行
は
もヽ
のヽ
の
「
詩
人
」
で
は
な
く
「
心
」
の
「
詩
人
」
だ
っ

た
と
い
え
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
もヽ
のヽ
と
「
心
」
の
関
係
に
思
い
を
ひ
そ
め
た
。
即
物

的
に
もヽ
のヽ
が
在
る
の
で
は
な
い
、
真＊

言
が
成
っ
て
は
じ
め
て
もヽ
のヽ
は
もヽ
のヽ
で
あ
る

―
―
「
華は

な

を
読
め
ど
も
、
実げ

に
華
と
思
ふ
事
な
く
、
月
を
詠え

い

ず
れ
ど
も
、
実
に
月
と
思

は
ず
、
只た

だ

此か
く

の
如ご

と

く
し
て
縁
に
随し

た
がひ

興
に
随
ひ
読
み
置
く
処
な
り
」

歌
は
、
現
実
の
花
や
月
を
き
っ
か
け
に
し
て
詠よ

む
の
で
は
あ
る
が
、
歌
の
言
葉
は

あ
く
ま
で
も
概
念
で
あ
っ
て
、
実
体
と
し
て
の
花
や
月
の
こ
と
で
は
な
い
。
言
語

世
界
は
実
物
世
界
か
ら
独
立
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
こ
と
を
心
得
て
、
心
を

自
由
に
し
て
詠
む
の
が
よ
い
の
だ
。 

『
明み

ょ
う
え恵

上し
ょ
う

人に
ん

伝で
ん

記き

』

―
―
縁
と
興
に
し
た
が
っ
て
詠
め
ば
、
花
な
ら
ぬ
花
も
花
と
な
り
、
月
な
ら
ぬ
月
も
月

と
な
る
と
い
う
⑷
補
助
線
を
引
い
て
み
る
こ
と
が
こ
こ
で
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
考

え
る
と
虚
実
の
反
転
と
い
う
逆
説
性
を
媒ば

い

介か
い

に
し
た
西
行
の
歌
論
は
、『
笈
の
小
文
』

や
『
三
冊
子
』
か
ら
う
か
が
い
知
り
う
る
芭
蕉
の
俳

＊
は
い

諧か
い

論
―
―
静
と
動
の
融ゆ

う

合ご
う

一い
っ
ち致

、

瞬
間
の
重
視
、
光
へ
の
志
向
―
―
に
呼
び
か
け
て
い
る
。

（
高
橋
英
夫
「
西
行
」
に
よ
る
）

ば
、
人
間
は
お
の
れ
の
眼
と
心
の
す
べ
て
を
あ
げ
て
自
然
を
見み

出い
だ

し
、
自
然
に
帰
す
る

道
を
さ
ぐ
り
当
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お
の
れ
を
自
然
の
中
で
無
化
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
風
雅
の
最
高
最
純
の
輝
き
、
煌き

ら

め
き
の
一
瞬
を
把＊

は

捉そ
く

す
る
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
お
の
れ
を
「
無
」
に
帰
す
る
こ
と
と
「
風
雅
」
を
実
現
す
る
こ
と
―
―
こ
の

二
つ
の
も
の
の
間
に
横
た
わ
る
逆
説
に
堪た

え
ら
れ
な
け
れ
ば
「
風
雅
」
は
成
立
し
よ
う

が
な
い
。

　

こ
の
文
学
観
―
―
自
己
と
「
風
雅
」
の
対
応
で
も
あ
れ
ば
反
・
対
応
で
も
あ
る
よ
う

な
も
の
―
―
を
、
芭
蕉
が
直
接
に
西
行
か
ら
得
た
と
い
う
ふ
う
に
は
言
え
な
い
だ
ろ

う
。
具
体
的
な
証
拠
な
ど
は
な
く
、
実
証
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
西
行
の

和
歌
の
ど
れ
が
そ
う
い
う
文
学
観
の
具
現
と
な
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
も
、
そ
う

簡
単
に
は
言
え
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
う
で
あ
っ
た
だ
け
、『
笈
の
小
文
』

の
西
行
言
及
は
、理
念
的
に
な
り
す
ぎ
て
い
た
観
も
な
く
は
な
い
。
し
か
し
芭
蕉
が「
風

雅
」
と
い
う
詩
の
成
立
を
、
閃ひ

ら

め
き
の
一
瞬
を
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で

あ
る
と
考
え
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
、
そ
れ
は
弟
子
服＊

は
っ
と
り部

土と
ほ
う芳

の
『
三さ

ん

冊ぞ
う

子し

』
の
一

節
か
ら
も
は
っ
き
り
読
み
取
れ
る
も
の
だ
が
、
こ
う
い
う
⑶
瞬
間
的
な
機
縁
を
重
ん
ず

る
思
想
の
先
人
の
ひ
と
り
に
、
和
歌
と
「
法

＊
の
り

」
の
一い

っ

致ち

を
求
め
、「
随

＊
ず
い

縁え
ん

随ず
い

興き
ょ
う」

を
説

い
た
西
行
が
い
た
こ
と
は
否
定
し
よ
う
が
な
か
っ
た
。

　

芭
蕉
は
こ
こ
で
「
静
」
と
「
動
」
と
い
う
観
念
を
導
入
し
て
語
っ
て
い
る
。
宇
宙
の

諸
現
象
の
変
幻
は
動
で
、
こ
の
動
が
「
風
雅
」
の
た
ね
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
「
見
と
め

聞
き
と
め
」
て
「
定
着
」
の
形
で
静
止
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
こ
の
静
止
は

動
か
な
い
自
然
の
よ
う
な
も
の
と
は
異こ

と
なる
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、「
静
」
の
成じ

ょ
う就じ
ゅ

の
た
め
に
は
一
瞬
の
決
定
的
な
時
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

「
物
の
見
え
た
る
ひ
か
り
、
い
ま
だ
心
に
消
え
ざ
る
中
に
言
ひ
と
む
べ
し
」
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〔
問
１
〕
⑴
造ぞ

う

化か

に
し
た
が
ひ
て
四し

い

時じ

を
友
と
す
。 

と
あ
る
が
、
筆
者
は
ど
の
よ
う
に

解か
い
し
ゃ
く
釈
し
て
い
る
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア　

芭
蕉
の
い
う
風
雅
と
は
、
自
然
に
従
い
、
四
季
を
友
と
し
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の

だ
と
い
う
こ
と
。

イ　

芭
蕉
の
い
う
風
雅
と
は
、
四
季
の
流
れ
に
随
順
し
、
季
節
に
あ
う
句
を
詠
む
も
の

だ
と
い
う
こ
と
。

ウ　

芭
蕉
の
い
う
風
雅
と
は
、
自
然
の
真し

ん

髄ず
い

を
自
身
で
見
定
め
る
こ
と
で
、
生
ま
れ
る

も
の
だ
と
い
う
こ
と
。

エ　

芭
蕉
の
い
う
風
雅
と
は
、
自
然
の
風
物
そ
の
も
の
に
即
し
て
、
素
直
な
句
を
詠
む

も
の
だ
と
い
う
こ
と
。

 

〔
問
２
〕
⑵
重
要
な
の
は
、
そ
こ
に
逆
説
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

と
あ
る
が
、

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

ア　

お
の
れ
の
眼め

と
心
の
す
べ
て
を
あ
げ
て
自
然
を
見み

出い
だ

す
こ
と
が
大
切
で
あ
る
の

に
、
同
時
に
見
た
ま
ま
の
写
実
的
な
表
現
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。

イ　

自
分
の
感
覚
と
感
性
に
も
と
づ
い
て
自
然
の
美
を
見
出
し
な
が
ら
も
、
自
分
自
身

を
無
に
す
る
こ
と
で
、
作
品
と
し
て
定
着
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。

ウ　

自
分
が
感
じ
た
ま
ま
の
素
直
な
気
持
ち
を
言
語
化
し
な
が
ら
も
、
同
時
に
人
々
を 

感
動
さ
せ
る
よ
う
な
至
高
の
言
葉
を
選
ん
で
使
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。

エ　

実
際
に
は
美
し
い
風
景
な
ど
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
実
在
し
て
い
な
い
の
に
、
自
然
の

美
と
い
う
理
念
の
確
立
の
た
め
に
、多
く
の
詩
を
詠
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。

〔
注
〕
伊い

せ勢
―
―
旧
国
名
。
現
在
の
三
重
県
の
大
半
に
相
当
す
る
。

吉
野
―
―
奈
良
県
南
部
の
地
名
。

『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
―
―
芭
蕉
の
書
い
た
作
品
。『
笈お

い

の
小こ

文ぶ
み

』
も
同
じ
。

外げ

宮く
う

―
―
伊
勢
神
宮
を
構
成
す
る
社
の
一
つ
。

『
千せ

ん

載ざ
い

集し
ゅ
う』

―
―
平
安
時
代
末
期
の
『
千
載
和
歌
集
』
の
こ
と
。

神
路
山
―
―
三
重
県
伊
勢
市
に
あ
る
伊
勢
神
宮
南
方
の
山
。

釈し
ゃ

迦か

―
―
仏
教
の
開
祖
。

西さ
い

行ぎ
ょ
う

庵あ
ん

―
―
西
行
の
仮
住
ま
い
。

景け
い
ぼ慕

―
―
仰
ぎ
慕し

た

う
こ
と
。

宗そ
う

祇ぎ

・
雪せ

っ

舟し
ゅ
う・
利り

休き
ゅ
う― 
―
芭
蕉
以
前
の
著
名
な
風
雅
人
。
連
歌
の
宗
祇
、
墨す

み

絵え

の
雪
舟
、
茶
の
湯
の
利
休
。

把は
そ
く捉

す
る
―
―
し
っ
か
り
と
つ
か
ま
え
る
こ
と
。

服は
っ
と
り部

土と

芳ほ
う 

― 

―
江え

ど戸
時
代
の
俳
人
。
芭
蕉
の
弟
子
。『
三さ

ん

冊ぞ
う

子し

』
は
服
部
土

芳
の
俳
諧
論
書
。

法の
り 

―
―
仏
教
の
教
え
。

随ず
い
え
ん縁

随ず
い

興き
ょ
う―

―
出
会
い
と
興
趣
に
従
っ
て
歌
を
詠
む
こ
と
。

明み
ょ
う

恵え

― 

―
鎌か

ま
く
ら倉

時
代
の
僧そ

う

。『
明

み
ょ
う

恵え

上し
ょ
う
に
ん人

伝で
ん

記き

』は
明
恵
の
言
行
を
つ
づ
っ

た
本
。

真
言
が
成
っ
て
は
じ
め
て
もヽ
のヽ
は
もヽ
のヽ
で
あ
る

―
―
言
葉
で
本
質
を
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
の
は
意
味
を
も
つ

と
い
う
こ
と
。

俳は
い

諧か
い

―
―
芭
蕉
が
つ
く
る
俳
句
な
ど
の
こ
と
。
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〔
問
５
〕
本
文
の
内
容
に
合が

っ
致ち

す
る
も
の
と
し
て
、
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の

を
選
べ
。

ア　
『
笈
の
小
文
』
に
見
ら
れ
る
芭
蕉
の
文
学
観
は
、
直
接
西
行
か
ら
得
た
と
は
言
い

切
れ
な
い
も
の
の
、
先
行
者
と
し
て
西
行
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。

イ　
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
に
見
ら
れ
る
芭
蕉
の
理
念
は
、
芸
道
の
根
底
を
貫
く
も
の
を

追
求
し
た
、
西
行
へ
の
敬
愛
の
念
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。

ウ　
『
三
冊
子
』
に
見
ら
れ
る
土
芳
の
文
学
観
は
、「
静
」
と
「
動
」
と
い
う
観
念
に
よ
っ 

て
、
宇
宙
の
諸
現
象
を
静
止
・
定
着
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

エ　
『
明
恵
上
人
伝
記
』
に
見
ら
れ
る
西
行
の
理
念
は
、
芸
術
的
真
理
を
追
求
し
つ
つ
、

人
を
思
い
や
る
心
を
持
っ
て
和
歌
を
完
成
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

〔
問
３
〕
⑶
瞬
間
的
な
機
縁
を
重
ん
ず
る
思
想 

と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
次
の

う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア　

美
し
い
言
葉
で
読
者
を
感
動
さ
せ
た
一
瞬
に
し
か
詩
は
成
立
し
な
い
、
と
芭
蕉
は

考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
。

イ　

変
動
す
る
諸
現
象
を
統
一
し
た
一
瞬
で
な
け
れ
ば
詩
は
成
立
し
な
い
、
と
芭
蕉
は

考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
。

ウ　

句
と
信
仰
が
一
致
し
た
一
瞬
で
な
け
れ
ば
詩
は
成
立
し
な
い
、
と
芭
蕉
は
考
え
て

い
た
と
い
う
こ
と
。

エ　

決
定
的
な
一
瞬
を
捉と

ら

え
る
こ
と
で
し
か
詩
は
成
立
し
な
い
、
と
芭
蕉
は
考
え
て
い

た
と
い
う
こ
と
。

〔
問
４
〕
⑷
補
助
線
を
引
い
て
み
る 

と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
次
の
う
ち
か
ら

最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア　

明
恵
上
人
の
考
え
を
理
解
す
る
上
で
、
自
然
と
の
出
会
い
に
よ
る
感
動
を
即
興
で

句
に
し
、
記き

憶お
く

に
留
め
る
こ
と
が
大
切
だ
と
い
う
、
土
芳
に
語
っ
た
芭
蕉
の
言
葉
が

参
考
に
で
き
る
と
い
う
こ
と
。

イ　

芭
蕉
の
考
え
を
理
解
す
る
上
で
、
縁
と
興
に
即
し
て
概
念
化
す
れ
ば
、
ど
ん
な
も

の
で
も
趣
の
あ
る
も
の
と
な
り
え
る
と
い
う
、
明
恵
に
語
っ
た
西
行
の
言
葉
が
参
考

に
で
き
る
と
い
う
こ
と
。

ウ　

芭
蕉
の
考
え
を
理
解
す
る
上
で
、
信
仰
心
に
基
づ
く
人
や
自
然
と
の
出
会
い
に

よ
っ
て
、
良
い
句
は
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
、
土
芳
に
語
っ
た
芭
蕉
の
言
葉
が
参
考

に
で
き
る
と
い
う
こ
と
。

エ　

明
恵
上
人
の
考
え
を
理
解
す
る
上
で
、
風
雅
に
必
要
な
も
の
は
、
詩
歌
の
中
に
伝

統
を
詠
み
込
む
こ
と
で
あ
る
と
い
う
、
明
恵
に
語
っ
た
西
行
の
言
葉
が
参
考
に
で
き

る
と
い
う
こ
と
。
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