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

　
母
親
の
成な
る

美み

が
、
仕
事
で
家
を
留
守
に
す
る
た
め
、
小
学
２
年
生
の
玲れ

い

は
、
は

じ
め
て
一
人
で
祖
父
母
、
曽
祖
父
の
い
る
母
の
実
家
を
訪
れ
る
。

　

夕
ご
は
ん
は
、
す
き
焼
き
だ
っ
た
。

　

昼
と
同
じ
で
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
隣
ど
う
し
に
座
り
、
向
か
い
に

ぼ
く
と
ひ
い
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
並
ん
だ
。
テ
ー
ブ
ル
の
真
ん
中
に
置
い
た
カ
セ
ッ
ト

コ
ン
ロ
の
上
に
、
黒
く
光
る
鉄
鍋
が
で
ん
と
の
っ
て
い
る
。

「
い
た
だ
き
ま
す
。」

　

四
人
で
手
を
合
わ
せ
、
ま
ず
は
取
り
皿
に
卵
を
割
り
入
れ
た
。
め
い
め
い
自
分
の

分
を
か
き
ま
ぜ
て
い
る
と
、「
そ
う
だ
、
父
さ
ん
。」
と
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
言
っ
た
。

「
今
日
も
電
話
に
出
な
か
っ
た
だ
ろ
。
散
歩
の
と
き
。」

　

卵
が
足
り
な
く
な
り
そ
う
だ
っ
た
か
ら
、
買
っ
て
く
る
よ
う
に
頼
み
た
か
っ
た
ら

し
い
。
何
度
か
け
て
も
つ
な
が
ら
ず
、
結
局
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
買
い
に
走
っ
た
そ
う

だ
。

「
ス
マ
ホ
、ま
た
家
に
置
い
て
っ
た
の
？　

そ
れ
と
も
、気
づ
か
な
か
っ
た
だ
け
？
」

「
あ
あ
、
う
ん
。」

「
置
い
て
っ
た
ん
だ
ね
？
」

　

お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
口
を
と
が
ら
せ
る
。
鍋
に
牛
肉
を
入
れ
な
が
ら
、
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
も
口
を
挟
ん
だ
。

「
お
出
か
け
の
と
き
に
は
、
な
る
べ
く
持
ち
歩
い
て
下
さ
い
ね
。
い
ざ
っ
て
と
き
に

連
絡
が
つ
か
な
い
と
困
り
ま
す
か
ら
。」

「
あ
あ
、
う
ん
。」

　

卵
を
念
入
り
に
か
き
ま
ぜ
る
手
を
休
め
ず
に
、
ひ
い
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
答
え
た
。

明
ら
か
に
気
持
ち
が
こ
も
っ
て
い
な
い
。
聞
い
て
な
い
な
、
と
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
不

服
そ
う
に
ぼ
や
き
、

次
の
各
文
の　
　

を
付
け
た
漢
字
の
読
み
が
な
を
書
け
。

　

⑴　

知
ら
ぬ
間
に
寄
る
年
波
。

　

⑵　

魔
女
を
ま
ね
て
ほ
う
き
の
柄
に
ま
た
が
る
。

　

⑶　

摯
実
な
性
格
。

　

⑷　

日
の
光
を
遮
蔽
す
る
。

　

⑸　

下
学
上
達
が
達
人
へ
の
近
道
。

次
の
各
文
の　
　

を
付
け
た
か
た
か
な
の
部
分
に
当
た
る
漢
字
を
楷
書
で
書

け
。

　

⑴　

オ
カ
モ
ち
で
料
理
を
運
ぶ
。

　

⑵　

シ
ン
ゼ
ン
ビ
の
調
和
し
た
理
念
。

　

⑶　
「
ト
ウ
カ
親
し
む
候
。」
と
い
う
季
節
の
挨
拶
。

　

⑷　

観
客
の
カ
ン
キ
ョ
ウ
が
ひ
き
つ
け
ら
れ
る
名
作
。

　

⑸　

ガ
ン
コ
ウ
シ
ハ
イ
に
徹
す
。

2 1

3
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ぼ
く
は
甘
辛
い
肉
を
か
じ
っ
た
。
や
わ
ら
か
く
て
、
お
い
し
い
。

「
立
春
に
？
」

「
う
ん
、
当
日
じ
ゃ
な
い
け
ど
。
二
月
の
は
じ
め
の
ほ
う
の
、
土
曜
か
日
曜
に
。」

　

近
所
の
焼
肉
屋
さ
ん
で
、
満
腹
に
な
る
ま
で
食
べ
ま
く
る
。
叔
父
さ
ん
が
一
緒
の

年
も
、
ふ
た
り
だ
け
の
年
も
あ
る
。
ど
っ
ち
に
し
て
も
お
母
さ
ん
は
じ
ゃ
ん
じ
ゃ
ん

注
文
す
る
。
食
べ
き
れ
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
ぼ
く
が
言
っ
て
も
、聞
き
入
れ
な
い
。

日
頃
は
慎
重
な
わ
り
に
、
と
き
た
ま
強
気
に
な
る
の
だ
。
お
店
を
出
る
と
き
に
は
、

立
ち
あ
が
る
の
が
し
ん
ど
い
く
ら
い
に
お
な
か
が
重
た
く
な
っ
て
い
る
。

　

お
祝
い
な
ん
だ
か
ら
ぱ
あ
っ
と
い
か
な
き
ゃ
、
と
い
う
の
が
お
母
さ
ん
の
言
い
分

で
、
そ
れ
で
ぼ
く
も
立
春
の
由
来
を
知
っ
た
の
だ
っ
た
。

「
そ
う
…
…
焼
肉
…
…
。」                                   

　

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
目
を
ふ
せ
た
。

　

ぼ
く
は
ひ
や
り
と
し
た
。
も
し
か
し
て
、
よ
け
い
な
こ
と
を
言
っ
た
だ
ろ
う
か
。

長
年
守
っ
て
き
た
ル
ー
ル
を
勝
手
に
変
え
ら
れ
て
、気
を
悪
く
し
た
か
も
し
れ
な
い
。

「
あ
の
、
ご
め
ん
な
さ
い
。
ほ
ん
と
は
す
き
焼
き
を
食
べ
る
ん
だ
っ
て
、
ぼ
く
知
ら

な
く
て
。」

　

言
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
、ま
ず
い
、と
ま
た
も
や
あ
せ
る
。
こ
れ
じ
ゃ
理
由
に
な
っ

て
な
い
。
ぼ
く
が
知
ら
な
く
た
っ
て
、お
母
さ
ん
は
ち
ゃ
ん
と
知
っ
て
い
た
は
ず
だ
。

　

顔
が
ひ
り
ひ
り
熱
い
。
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
、
取
り
皿
の

底
に
沈
ん
だ
肉
の
か
け
ら
を
お
箸
で
つ
つ
く
。
う
ち
に
は
す
き
焼
き
鍋
も
な
い
、
と

い
う
の
は
言
い
訳
に
な
る
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
い
た
ら
、

「
い
い
で
し
ょ
う
、
ど
っ
ち
で
も
。」

と
、
ひ
い
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
ぼ
そ
り
と
言
っ
た
。

「
ど
っ
ち
も
、
肉
だ
。」

「
だ
な
。」

　

お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
ぷ
っ
と
ふ
き
だ
し
た
。

「
大
事
な
の
は
、
祝
お
う
っ
て
い
う
気
持
ち
だ
も
ん
な
？
」

「
玲
も
一
緒
に
行
っ
た
ん
だ
っ
て
？　

雨
の
中
、
ご
く
ろ
う
さ
ん
。」

　

と
、
ぼ
く
に
話
を
振
っ
た
。

「
あ
れ
が
父
さ
ん
に
と
っ
ち
ゃ
、
絶
好
の
お
出
か
け
日
和
な
ん
だ
よ
。
あ
ん
ま
り
晴

れ
て
る
と
つ
ま
ん
な
い
ら
し
い
。
変
わ
っ
て
る
だ
ろ
。」

 

⑴
ぼ
く
と
ひ
い
お
じ
い
ち
ゃ
ん
を
か
わ
り
ば
ん
こ
に
見
て
、
に
や
っ
と
笑
う
。

「
な
、
父
さ
ん
。
雲
が
多
い
ほ
ど
い
い
ん
だ
よ
な
？
」

「
多
け
り
ゃ
い
い
っ
て
も
ん
で
も
な
い
。」

ひ
い
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
め
ん
ど
く
さ
そ
う
に
答
え
た
。

「
は
あ
、
そ
り
ゃ
奥
が
深
い
ね
。」

　

お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
首
を
す
く
め
、
正
面
に
向
き
直
っ
た
。
ひ
と
ま
ず
ひ
き
さ
が
る

こ
と
に
し
た
よ
う
だ
。
じ
ゅ
う
じ
ゅ
う
と
に
ぎ
や
か
な
音
を
立
て
て
い
る
鍋
か
ら
肉

を
ひ
と
き
れ
つ
ま
ん
で
、
目
の
前
に
か
ざ
す
。

「
そ
ろ
そ
ろ
、
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。」

「
い
け
そ
う
ね
。」

　

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
も
鍋
を
の
ぞ
き
こ
ん
だ
。
ひ
い
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
ぼ
く
の
取
り
皿

に
、
香
ば
し
く
色
づ
い
た
肉
を
一
枚
ず
つ
放
り
こ
む
。

「
ち
ょ
っ
と
お
な
か
を
空
け
て
お
い
て
ね
、
お
赤
飯
も
あ
る
の
。
今
日
は
立
春
だ
か

ら
。」

「
玲
、
立
春
っ
て
知
っ
て
る
か
？
」

　

お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
言
っ
た
。

「
う
ん
。
一
年
の
は
じ
ま
り
だ
よ
ね
？
」

「
お
、
よ
く
知
っ
て
る
な
。
若
い
の
に
。」

「
お
母
さ
ん
が
教
え
て
く
れ
た
か
ら
。」

 

⑵
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
、
ち
ら
っ
と
目
を
見
か
わ
し
た
。

「
う
ち
で
は
毎
年
お
祝
い
し
て
る
の
よ
。
昔
か
ら
、
す
き
焼
き
と
お
赤
飯
を
食
べ
る

決
ま
り
で
ね
。」

「
う
ち
は
、
焼
肉
を
食
べ
に
行
く
よ
。」
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き
る
だ
ろ
う
。
左
右
を
そ
ろ
え
、
ひ
い
お
じ
い
ち
ゃ
ん
を
ま
ね
て
、
靴
箱
の
手
前
に

置
い
て
み
た
。
大
き
な
深
緑
と
、
小
さ
め
の
青
。
並
ん
だ
二
足
は
、
サ
イ
ズ
の
せ
い

か
親
子
っ
ぽ
く
見
え
た
。

「
長
靴
？　

玲
に
？
」

　

お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
首
を
か
し
げ
た
と
き
、
ど
こ
か
で
聞
き
慣
れ
な
い
電
子
音
が
響

き
出
し
た
。

「
あ
ら
、
電
話
。」

　

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
立
ち
あ
が
っ
た
。壁か

べ

際ぎ
わ

の
棚
に
置
か
れ
た
電
話
機
の
ボ
タ
ン
が
、

ち
か
ち
か
点
滅
し
て
い
た
。

　

電
話
を
と
っ
た
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
こ
っ
ち
を
振
り
向
い
た
。

「
玲
く
ん
、
お
母
さ
ん
よ
。」

　

ぼ
く
が
受
話
機
を
耳
に
あ
て
る
な
り
、「
玲
、
大
丈
夫
？
」
と
お
母
さ
ん
は
せ
か

せ
か
と
言
っ
た
。

「
大
丈
夫
だ
よ
。」

「
そ
う
、
よ
か
っ
た
。」

　

ふ
う
っ
と
息
を
吐
く
音
が
、
耳
も
と
に
吹
き
か
け
ら
れ
た
。

「
電
話
、
ど
う
し
て
出
な
い
の
。
何
度
も
か
け
た
の
に
。」

「
あ
。」

　

リ
ュ
ッ
ク
に
入
れ
た
ま
ま
、
部
屋
に
置
き
っ
ぱ
な
し
だ
。

「
ご
め
ん
、
忘
れ
て
た
。」

「
ま
あ
、
そ
ん
な
こ
と
だ
ろ
う
と
思
っ
た
け
ど
。
ど
う
、
そ
っ
ち
は
？　

順
調
？
」

「
う
ん
。
順
調
。」

　

昼
間
と
同
じ
返
事
が
、
昼
間
よ
り
も
自
然
に
、
口
か
ら
出
た
。
す
ぐ
そ
ば
に
立
っ

て
い
る
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
目
が
合
っ
た
。

「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
か
わ
る
ね
。」

　

お
母
さ
ん
が
な
に
か
言
う
前
に
、
ぼ
く
は
急
い
で
受
話
器
を
引
き
渡
し
た
。

「
も
し
も
し
？
」

　

テ
ー
ブ
ル
の
上
で
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
手
に
自
分
の
手
を
重
ね
た
の
が
、
ぼ
く
か
ら

も
見
え
た
。
う
つ
む
い
て
い
た
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
顔
を
上
げ
、
ぼ
く
に
に
っ
こ
り
笑

い
か
け
た
。

「
成
美
も
…
…
お
母
さ
ん
も
、
忘
れ
な
い
で
お
祝
い
し
て
く
れ
て
た
の
ね
。」

「
そ
も
そ
も
う
ち
だ
っ
て
、
全
部
が
全
部
、
昔
の
ま
ま
っ
て
わ
け
で
も
な
い
し
な
。」

　

お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
言
う
。
以
前
は
、
子
ど
も
た
ち
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
あ
げ
る
と
い

う
習
慣
も
あ
っ
た
そ
う
だ
。
う
ら
や
ま
し
い
。

「
年
寄
り
だ
け
じ
ゃ
、
ど
う
も
な
あ
。
ク
リ
ス
マ
ス
な
ん
か
も
、
子
ど
も
ら
が
小
さ

い
頃
は
気き

合あ
い

が
入
っ
た
も
ん
だ
け
ど
。」

「
ね
。
だ
け
ど
今
年
は
、
玲
く
ん
に
な
に
か
用
意
し
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
。」

「
あ
あ
、
そ
う
だ
な
。
ご
め
ん
な
、
気
が
回
ら
な
く
て
。」

「
い
い
よ
。」

　

ぼ
く
は
あ
わ
て
て
首
を
横
に
振
っ
た
。

「
ひ
い
お
じ
い
ち
ゃ
ん
に
、
メ
モ
帳
を
買
っ
て
も
ら
っ
た
し
。」

「
へ
え
、
父
さ
ん
が
？
」

　

ひ
い
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
も
ぐ
も
ぐ
と
口
を
動
か
し
つ
つ
、
浅
く
う
な
ず
い
た
。
口

の
中
に
食
べ
も
の
が
入
っ
て
い
る
せ
い
で
返
事
が
で
き
な
い
の
か
と
思
っ
た
ら
、
ま

た
次
の
肉
を
ほ
お
ば
っ
て
い
る
。
特
に
説
明
す
る
気
は
な
い
よ
う
だ
。

「
あ
と
、
長
靴
も
。」

　

さ
っ
き
家
に
帰
っ
て
き
て
、玄
関
で
長
靴
を
脱
い
で
い
る
と
き
に
、「
よ
か
っ
た
ら
、

こ
れ
か
ら
も
使
っ
て
下
さ
い
。」
と
ひ
い
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
言
っ
て
く
れ
た
の
だ
っ

た
。

「
持
っ
て
帰
っ
て
も
い
い
し
、
と
り
あ
え
ず
こ
こ
に
置
い
て
お
い
て
も
い
い
し
。」

　

少
し
考
え
て
、
ぼ
く
は
答
え
た
。

「
⑶
じ
ゃ
あ
、
置
い
と
き
ま
す
。」

　

う
ち
に
は
ぴ
っ
た
り
の
サ
イ
ズ
の
長
靴
が
一
足
あ
る
。
そ
れ
に
、
こ
こ
に
置
い
て

お
け
ば
、
次
に
来
た
と
き
も
ま
た
こ
れ
を
は
い
て
ひ
い
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
散
歩
が
で
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ふ
と
、ひ
い
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
立
ち
あ
が
っ
た
。
窓
辺
に
近
づ
き
、真
っ
白
く
曇
っ

た
ガ
ラ
ス
戸
を
ゆ
っ
く
り
と
開
け
放
つ
。

　

涼
し
い
風
が
さ
あ
っ
と
吹
き
こ
ん
で
き
た
。す
っ
き
り
と
澄
ん
だ
冷
た
い
空
気
を
、

ぼ
く
は
胸
い
っ
ぱ
い
に
吸
い
こ
ん
だ
。
雨
は
も
う
上
が
っ
た
よ
う
だ
。
ひ
い
お
じ
い

ち
ゃ
ん
の
頭
上
に
広
が
る
夜
空
に
、
細
い
月
が
静
か
に
光
っ
て
い
る
。

（
瀧
羽
麻
子
「
博
士
の
長
靴
」
に
よ
る
）

〔
問
１
〕
⑴
ぼ
く
と
ひ
い
お
じ
い
ち
ゃ
ん
を
か
わ
り
ば
ん
こ
に
見
て
、
に
や
っ
と
笑
う
。

と
あ
る
が
、
こ
の
時
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
気
持
ち
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な

の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

雨
の
日
の
散
歩
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
自
分
の
父
親
の
曇
り
好
き
の
話
を
滑
稽
な
様

子
で
語
り
か
け
、
孫
の
玲
と
の
会
話
の
糸
口
に
し
よ
う
と
す
る
気
持
ち
。

イ　

自
分
の
父
親
の
独
特
な
感
性
の
話
を
し
て
、
父
親
と
孫
の
玲
の
反
応
を
楽
し
み
な

が
ら
食
卓
の
雰
囲
気
を
な
ご
や
か
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
気
持
ち
。

ウ　

そ
っ
け
な
い
返
事
を
す
る
自
分
の
父
親
と
の
会
話
で
は
楽
し
い
会
話
に
な
ら
な
い

の
で
、
孫
の
玲
に
も
会
話
に
参
加
し
て
も
ら
お
う
と
す
る
気
持
ち
。

エ　

普
段
は
気
難
し
い
様
子
で
今
ひ
と
つ
何
を
考
え
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
自
分
の
父

親
が
、
孫
の
玲
と
一
緒
に
散
歩
に
出
か
け
た
こ
と
を
う
れ
し
く
思
う
気
持
ち
。

　

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
両
手
で
受
話
器
を
ぎ
ゅ
っ
と
握
り
し
め
て
い
る
。

「
う
ん
、
い
い
子
に
し
て
る
…
…
う
う
ん
、
と
ん
で
も
な
い
…
…
。」

　

お
じ
い
ち
ゃ
ん
も
席
を
立
っ
て
、ぼ
く
た
ち
の
ほ
う
に
い
そ
い
そ
と
寄
っ
て
き
た
。

片
手
で
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
ひ
じ
を
つ
つ
き
、
も
う
片
方
の
手
で
自
分
の
胸
を
指
さ
し

て
い
る
。

「
ち
ょ
う
ど
す
き
焼
き
を
食
べ
て
た
と
こ
ろ
…
…
そ
う
そ
う
、
立
春
だ
か
ら
。」

　

ぼ
く
は
食
卓
に
戻
っ
た
。

　

ひ
と
り
残
っ
た
ひ
い
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
、
お
か
わ
り
を
よ
そ
っ
て
い
る
。
豆
腐
や

ね
ぎ
は
よ
け
て
、
牛
肉
だ
け
を
器
用
に
つ
ま
み
あ
げ
て
い
く
。
迷
い
の
な
い
手
つ
き

を
見
て
い
た
ら
、
ぼ
く
も
急
に
食
欲
が
わ
い
て
き
た
。
よ
く
考
え
た
ら
、
ま
だ
そ
ん

な
に
食
べ
て
な
い
。

　

お
箸
を
と
り
直
し
た
ぼ
く
に
、
ひ
い
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
突
然
言
っ
た
。

「
今
度
、
あ
な
た
の
お
母
さ
ん
も
連
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
。」

「
ぼ
く
が
？
」

　

聞
き
返
し
た
の
は
、
逆
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
た
か
ら
だ
。
ぼ
く
が
、
お
母
さ
ん
を

連
れ
て
く
る
？　

お
母
さ
ん
が
、
ぼ
く
を
連
れ
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
？

「
は
い
。
あ
な
た
が
。」

　

ひ
い
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
ま
じ
め
な
顔
で
即
答
し
た
。
ぼ
く
も
つ
ら
れ
て
、
ま
じ
め

に
応
え
た
。

「
わ
か
り
ま
し
た
。
連
れ
て
き
ま
す
。」

「
よ
ろ
し
く
頼
み
ま
す
。」

　

後
で
、
メ
モ
帳
に
書
い
て
お
こ
う
。
⑷
お
母
さ
ん
に
話
し
た
い
こ
と
が
い
っ
ぱ
い

あ
る
か
ら
、
う
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
。

　

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
ほ
が
ら
か
な
笑
い
声
を
上
げ
た
。
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
受
話
器
の

反
対
側
に
耳
を
く
っ
つ
け
て
、
会
話
を
聞
き
と
ろ
う
と
し
て
い
る
。
ぼ
く
は
お
尻
を

浮
か
せ
、
鍋
を
の
ぞ
い
た
。
あ
た
た
か
い
湯
気
が
あ
た
っ
て
、
お
で
こ
と
ほ
っ
ぺ
た

が
じ
ん
わ
り
と
汗
ば
ん
だ
。
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〔
問
４
〕 

⑷
お
母
さ
ん
に
話
し
た
い
こ
と
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
か
ら
、
う
っ
か
り
忘
れ
て

し
ま
わ
な
い
よ
う
に
。 

と
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
分
か
る
玲
の
考
え
の
説
明
と
し

て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

メ
モ
に
書
い
て
残
し
て
お
か
な
い
と
い
け
な
い
と
思
う
く
ら
い
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん

や
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、ひ
い
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
の
経
験
は
自
分
の
大
切
な
も
の
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
を
お
母
さ
ん
に
伝
え
た
い
と
い
う
考
え
。

イ　

ひ
い
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
の
自
分
の
思
い
出
を
、
メ
モ
に
残
し
て
お
母
さ
ん
に
き
ち

ん
と
伝
え
る
こ
と
で
、
お
母
さ
ん
自
身
が
経
験
し
た
家
族
と
の
出
来
事
を
思
い
出
し

て
も
ら
い
た
い
と
い
う
考
え
。

ウ　

お
母
さ
ん
の
実
家
で
経
験
し
た
こ
と
を
、
ひ
い
お
じ
い
ち
ゃ
ん
に
買
っ
て
も
ら
っ

た
メ
モ
帳
に
書
い
て
残
し
て
お
く
こ
と
で
、
ひ
い
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
の
思
い
出
ま
で

を
も
自
分
の
宝
物
に
し
た
い
と
い
う
考
え
。

エ　

自
分
が
お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
ひ
い
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
過
ご
し
た
こ

と
を
大
切
に
思
い
、
そ
れ
を
書
き
と
め
て
お
く
こ
と
で
、
こ
こ
で
の
出
来
事
を
お
母

さ
ん
と
共
有
し
た
い
と
い
う
考
え
。

〔
問
２
〕
⑵
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
、
ち
ら
っ
と
目
を
見
か
わ
し
た
。 

と

あ
る
が
、
な
ぜ
か
。
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　
「
お
母
さ
ん
が
教
え
て
く
れ
た
」
と
い
う
孫
の
言
葉
に
、
伝
統
的
な
立
春
の
正
し

い
過
ご
し
方
を
正
確
に
伝
え
る
べ
き
だ
、
と
互
い
に
意
識
し
た
か
ら
。

イ　

娘
と
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
た
時
に
も
立
春
を
一
緒
に
お
祝
い
し
て
き
た
と
い
う
こ

と
を
、
孫
に
も
伝
え
る
い
い
機
会
に
し
よ
う
、
と
互
い
に
決
意
し
た
か
ら
。

ウ　

立
春
が
一
年
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
孫
が
理
解
し
て
い
る
と
知
り
、

よ
く
教
え
込
ん
で
い
る
教
育
熱
心
な
娘
だ
、
と
互
い
に
感
心
し
た
か
ら
。

エ　

立
春
と
い
う
日
が
特
別
な
日
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
娘
か
ら
孫
に
も
伝
わ
っ
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
、
夫
婦
が
互
い
に
感
じ
取
っ
た
か
ら
。

〔
問
３
〕 

⑶
じ
ゃ
あ
、
置
い
と
き
ま
す
。 

と
答
え
た
と
き
の
玲
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　

う
ち
に
あ
る
自
分
に
ぴ
っ
た
り
サ
イ
ズ
の
長
靴
よ
り
も
、
ひ
い
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が

く
れ
よ
う
と
し
て
い
る
長
靴
の
方
が
自
分
に
似
合
っ
て
い
る
気
が
し
て
、
と
て
も
満

足
し
て
い
る
。

イ　

ひ
い
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
も
っ
と
一
緒
に
散
歩
が
し
た
い
と
考
え
て
い
る
の
で
、
こ

の
家
に
遊
び
に
来
る
口
実
に
す
る
た
め
に
、
長
靴
を
こ
の
家
で
保
管
し
て
ほ
し
い
と

思
っ
て
い
る
。

ウ  

長
靴
が
こ
の
場
所
に
あ
る
こ
と
で
、
こ
の
家
の
一
員
で
あ
る
よ
う
な
気
に
な
り
、

何
よ
り
も
ひ
い
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
の
特
別
な
き
ず
な
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
気
に

な
っ
て
い
る
。

エ　

靴
箱
の
手
前
に
並
ん
で
置
い
て
あ
る
大
小
二
足
の
長
靴
は
、
ぴ
っ
た
り
寄
り
添
っ
て

並
べ
て
置
い
て
あ
り
、
ま
る
で
親
子
み
た
い
に
見
え
本
当
の
家
族
に
な
れ
た
よ
う
に

感
じ
て
い
る
。
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〔
問
６
〕　

次
は
、
こ
の
本
文
に
用
い
ら
れ
て
い
る

線
部
を
つ
け
た
表
現
の
特
徴

に
つ
い
て
の
授
業
の
様
子
で
あ
る
。
あ
と
の
問
に
そ
れ
ぞ
れ
答
え
よ
。

Ａ 

み
な
さ
ん
は
、「
畳
語
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？

Ｂ 「
畳
語
」
で
す
か
？　

聞
い
た
こ
と
な
い
で
す
。

Ａ 

初
め
て
聞
い
た
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。
こ
の
文
章
に
は
「
畳
語
」
が

多
く
使
わ
れ
て
い
ま
す
。「
畳
語
」
と
は
、「
物
を
折
り
返
し
て
重
ね
る
」
と
い
う
意

味
の
「
畳
む
」
と
い
う
言
葉
が
元
と
な
っ
て
作
ら
れ
た
言
葉
で
、
同
じ
語
の
繰
り
返

し
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
で
は
本
文
か
ら
、「
畳
語
」
を

探
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

Ｂ 

は
い
。
そ
う
で
す
ね
ぇ
…
「
じ
ゅ
う
じ
ゅ
う
と
に
ぎ
や
か
な
音
を
立
て
て
い
る
」

の
「
じ
ゅ
う
じ
ゅ
う
」
は
ど
う
で
す
か
？ 

Ａ 

い
い
で
す
ね
。
こ
の
「
じ
ゅ
う
じ
ゅ
う
」
と
い
う
畳
語
は
、
肉
の
焼
け
て
い
る
様

子
を
よ
り
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く
す
る
効
果
が
あ
り
ま
す
ね
。

Ｃ 

な
る
ほ
ど
。
た
だ
同
じ
語
を
繰
り
返
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、「
畳
語
」
に
は
そ

の
表
現
の
も
た
ら
す
効
果
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

Ａ 

そ
の
通
り
で
す
。
で
は
、「
じ
ゅ
う
じ
ゅ
う
」以
外
に
、「
物
の
様
子
や
状
態
を
イ
メ
ー

ジ
し
や
す
い
よ
う
に
印
象
付
け
る
効
果
」
を
も
つ
畳
語
は
見
つ
け
ら
れ
ま
す
か
？

Ｄ 「
〇
●
〇
●
」
が
そ
う
で
す
か
ね
。

Ａ 

い
い
で
す
ね
。
で
は
、「
そ
の
時
の
気
分
や
感
情
を
表
す
効
果
」
を
持
つ
畳
語
は
探

せ
ま
す
か
？

Ｂ 「
□
●
□
●
」
や
「
△
▲
△
▲
」
な
ど
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

Ａ 
な
か
な
か
い
い
で
す
ね
。
さ
ら
に
、「
時
間
が
徐
々
に
迫
る
様
子
」
を
表
現
し
て
い

る
と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
ね
。
わ
か
り
ま
す
か
？

Ｃ 「
▲
◇
▲
◇
」
で
す
か
？

Ａ 

そ
う
で
す
ね
。
正
解
で
す
。

Ｂ 

先
生
。
お
も
し
ろ
い
畳
語
を
見
つ
け
ま
し
た
。
こ
の
「
顔
が
ひ
り
ひ
り
熱
い
」
の

〔
問
５
〕　

登
場
人
物
の
描
か
れ
方
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち        

で
は
ど
れ
か
。

ア  
ひ
い
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
、
自
分
の
息
子
と
の
会
話
の
そ
っ
け
な
く
面
倒
く
さ
そ
う

な
様
子
か
ら
、
周
り
と
の
関
係
性
に
関
心
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
ひ
孫
と
の
会

話
か
ら
は
家
族
と
の
つ
な
が
り
を
意
識
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

イ　

お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
、
妻
や
独
立
し
た
娘
を
常
に
気
遣
い
、
い
つ
で
も
二
人
を
支
え

て
い
る
と
い
う
自
負
を
持
ち
な
が
ら
も
父
や
孫
と
の
関
わ
り
方
に
は
苦
手
意
識
を
感

じ
、
二
人
を
振
り
向
か
せ
よ
う
と
必
死
に
な
っ
て
い
る
。

ウ　

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
初
め
て
遊
び
に
来
る
孫
に
喜
ん
で
も
ら
い
た
い
と
思
い
、
精

一
杯
の
も
て
な
し
を
し
よ
う
と
、
ま
る
で
お
祝
い
を
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
雰
囲
気

を
演
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
戸
惑
い
は
隠
せ
な
い
で
い
る
。

エ　

お
母
さ
ん
は
、
大
人
ば
か
り
の
場
所
に
子
ど
も
一
人
で
行
か
せ
た
こ
と
へ
の
罪
悪

感
や
、
両
親
に
子
守
り
の
負
担
を
か
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
申
し
訳
な
さ
を
感
じ

て
は
い
る
が
、
電
話
で
の
会
話
で
は
強
気
を
よ
そ
お
っ
て
い
る
。
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「
ひ
り
ひ
り
」
と
い
う
の
は
、
本
来
は
皮
膚
の
状
態
を
表
し
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
玲

の
「　

１　

」
や
「　

２　

」、「　

３　

」
な
ど
の
心
理
的
な
状
態
を
表
す
効
果
が

あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

Ａ 

鋭
い
で
す
ね
。
文
脈
に
よ
っ
て
は
、
複
数
の
効
果
を
持
つ
畳
語
も
あ
り
ま
す
ね
。

確
か
に
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。

ⅰ　

会
話
文
中
の
「
〇
」「
●
」「
□
」「
△
」「
▲
」「
◇
」
の
記
号
は
、
そ
れ
ぞ
れ  

異
な
る
ひ
ら
が
な
一
文
字
分
を
示
し
、同
じ
記
号
に
は
共
通
し
た
ひ
ら
が
な
が
入
る
。

「
□
●
□
●
」
と
「
▲
◇
▲
◇
」
の
表
す
言
葉
を
、本
文
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
抜
き
出
し
、

「
□
」「
●
」「
▲
」「
◇
」
に
入
る
ひ
ら
が
な
を
そ
れ
ぞ
れ
答
え
よ
。

ⅱ　

空
欄
「　

１　

」「　

２　

」「　

３　

」
に
入
る
こ
と
ば
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て

最
も
適
切
な
の
は
ど
れ
か
、
あ
と
の
選
択
肢
ア
〜
オ
か
ら
選
べ
。

ア　

高
揚　

不
安　

反
省

イ　

緊
張　

動
揺　

焦
燥

ウ　

動
転　

心
配　

葛
藤

エ　

悔
恨　

当
惑　

落
胆

オ　

困
惑　

驚
嘆　

興
奮

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
。）

 　

日
常
の
言
語
活
動
に
お
け
る
論
理
は
、
話
の
筋
道
と
い
っ
た
ご
く
イ＊

ン
フ
ォ
ー
マ

ル
な
も
の
で
あ
る
。
ど
ん
な
場
合
で
も
、
言
葉
に
筋
道
が
通
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
伝

達
は
成
立
し
よ
う
が
な
い
。「
筋
」
と
か
「
筋
道
」
と
か
い
う
語
が
示
し
て
い
る
よ

う
に
言
語
に
内
在
す
る
論
理
性
は
何
か
「
線
」
の
よ
う
な
も
の
と
感
じ
ら
れ
て
い
る

の
が
普
通
で
あ
る
。

　

表
現
の
受
け
手
は
こ
の
言
葉
の
筋
道
を
た
ど
り
な
が
ら
理
解
を
進
め
て
行
く
わ
け

だ
が
、
送
り
手
と
の
間
の
心
理
的
関
係
の
親
疎
に
よ
っ
て
筋
道
の
性
格
も
変か

わ

っ
て
く

る
。
送
り
手
と
受
け
手
が
未
知
の
人
間
で
あ
る
よ
う
な
場
合
、
筋
道
は
し
っ
か
り
し

た
線
状
を
な
し
て
い
て
、
受
け
手
が
そ
れ
か
ら
脱
落
し
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
論
理
は
密
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
典
型
的
な
例

は
法
律
の
表
現
で
、
こ
こ
で
は
受
け
手
が
と
き
と
し
て
は
ま
っ
た
く
対
立
す
る
観
点

に
立
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
表
現
の
道
筋
は
あ
く
ま
で
太
く
し
っ

か
り
し
た
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
か
り
に
も
そ
の
筋
を
外
し
た
解
釈
が
可
能
で

あ
っ
て
は
不
都
合
が
お
こ
る
か
ら
で
あ
る
。
多
く
の
人
々
が
法
律
の
条
文
を
う
る
さ

い
も
の
と
感
じ
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
送
り
手
が
受
け
手
を
信
頼
し
て
い
な
い
の

で
あ
る
。
法
律
で
な
く
て
も
、
受
け
手
の
連
帯
感
が
保
証
さ
れ
て
い
な
い
と
き
、
表

現
は
念
に
は
念
を
入
れ
て
、誤
解
の
お
こ
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
さ
れ
た
も
の
に
な
る
。

緊
密
な
論
理
は
そ
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
。

　

こ
れ
と
反
対
に
、
受
け
手
が
ご
く
身み

近ぢ

か
に
感
じ
ら
れ
て
い
る
と
き
の
表
現
は
わ

か
り
き
っ
た
こ
と
を
く
ど
く
ど
と
説
明
す
る
必
要
が
な
い
。
要
点
だ
け
を
か
い
つ
ま

ん
で
の
べ
る
だ
け
で
誤
解
も
生
じ
な
い
。
言
語
の
冗＊

語
性
も
小
さ
く
て
す
む
の
で
あ

る
。
一
般
に
お
互
い
が
熟
知
し
て
い
る
よ
う
な
集
団
の
内
部
に
お
い
て
は
形
式
的
論

理
は
む
し
ろ
敬
遠
さ
れ
る
。
そ
の
代
表
的
な
例
は
家
族
同
士
の
会
話
で
あ
る
。
⑴
第

三
者
が
聞
け
ば
何
の
こ
と
か
ま
る
で
わ
か
ら
ぬ
よ
う
な
省
略
の
多
い
飛
躍
し
た
言
い

４
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日
本
語
が
論
理
的
で
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
の
線
的
論

理
の
尺
度
に
よ
っ
て
日
本
語
を
お
し
は
か
る
か
ら
で
あ
る
。
成
熟
し
た
言
語
社
会
の

点
的
論
理
を
認
め
る
な
ら
ば
日
本
語
は
そ
れ
な
り
の
論
理
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
禅
に
し
て
も
、
点
的
論
理
の
概
念
を
と
り
入
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
独
自
の
論
理
性
は
充
分
合
理
的
に
説
明
で
き
る
は
ず
で
あ

る
。
ま
た
、
俳
句
の
表
現
も
い
わ
ゆ
る
論
理
、
線
状
の
論
理
か
ら
は
理
解
し
に
く
い

も
の
で
あ
る
が
、点
的
論
理
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
き
わ
め
て
興
味
あ
る
も
の
に
な
る
。

考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
点
的
論
理
が
よ
く
発
達
し
た
言
語
社
会
だ
か
ら
こ
そ
俳
句

の
よ
う
な
短
詩
型
文
学
が
可
能
に
な
っ
た
の
だ
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。

　

点
的
論
理
の
背
後
に
は
陥
没
し
た
線
的
論
理
が
か
く
れ
て
下
敷
き
に
な
っ
て
い

る
。
そ
し
て
点
を
統
合
し
て
線
と
し
て
感
じ
と
る
と
こ
ろ
に
表
現
理
解
の
創
造
的
性

格
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。
⑶
ど
ん
な
に
し
て
も
踏
み
外
す
こ
と
の
な
い
太
い
線
を
た
ど

る
こ
と
が
お
よ
そ
退
屈
で
あ
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

　

線
の
論
理
と
点
の
論
理
に
つ
い
て
も
う
す
こ
し
考
え
て
み
た
い
。
線
的
論
理
は
形

式
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
点
的
論
理
は
線
が
風
化
し
て
表
面
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る

の
は
点
の
つ
ら
な
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
点
は
決
し
て
バ
ラ
バ
ラ

に
散
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
根
と
根
で
つ
な
が
り
結
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

点
と
点
と
の
間
に
互
い
に
引
き
合
う
性
質
が
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
し
、
受
け
手
の

側
に
、
点
と
点
を
結
合
さ
せ
て
線
を
つ
く
り
上
げ
る
統
合
作
用
が
あ
る
と
し
て
も
よ

い
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
点
的
論
理
が
通
用
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
離
れ
離
れ
に
な
っ
た

も
の
を
統
合
す
る
作
用
の
あ
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
。
か
り
に
Ａ
と
い
う
言
葉
が
あ

る
と
す
る
。
そ
れ
を
聞
き
、
あ
る
い
は
、
読
む
人
は
、
そ
れ
に
ゆ
か
り

0

0

0

の
あ
る
さ
ま

ざ
ま
な
も
の
を
連
想
す
る
。
そ
の
連
想
の
う
ち
の
ひ
と
つ
の
方
向
線
上
に
、
つ
ぎ
の

言
葉
Ｂ
が
つ
づ
い
て
い
る
と
す
る
と
、
一
見
無
関
係
と
思
わ
れ
る
Ａ
と
Ｂ
と
が
引
き

合
っ
て
脈
絡
を
つ
く
り
上
げ
る
。

　

こ
の
連
想
は
か
な
ら
ず
し
も
意
味
の
次
元
に
か
ぎ
ら
な
い
。
音
が
似
て
い
る
こ
と

方
を
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
け
っ
こ
う
話
は
通
じ
合
っ
て
い
る
。 

形
式
論
理
か
ら
見

れ
ば
没
論
理
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ま
っ
た
く
論
理
を
欠
い
て
い
る
と
い
う

わ
け
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
別
種
の
論
理
が
作
用
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で

あ
る
。

　

相
互
に
よ
く
理
解
し
合
っ
て
い
る
人
間
同
士
の
伝
達
に
お
い
て
は
言
葉
の
筋
道
は

つ
ね
に
完
全
な
線
状
で
あ
る
必
要
は
な
い
こ
と
が
多
い
。
要
点
は
注
目
さ
れ
る
が
、

そ
れ
以
外
の
部
分
は
ど
う
で
も
よ
い
。
等

＊
と
う

閑か
ん

に
付ふ

さ
れ
た
と
こ
ろ
は
や
が
て
風
化
が

お
こ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
方
々
が
風
化
し
て
線
に
欠
落
が
で
き
る
と
、
線
的

な
筋
が
点
の
列
に
な
っ
て
行
く
。
親
し
い
と
感
じ
合
っ
て
い
る
人
た
ち
の
間
の
言
語

に
お
け
る
論
理
は
線
で
は
な
く
て
点
の
並
ん
だ
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　

人
間
に
は
、
こ
う
い
う
点
を
つ
な
げ
て
線
と
し
て
感
じ
と
る
能
力
が
だ
れ
に
も
そ

な
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
点
的
論
理
が
了
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は

線
的
論
理
の
窮
屈
さ
は
野
暮
な
も
の
と
し
て
嫌
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
な
る
べ
く
省

略
の
多
い
、
言
い
か
え
る
と
、
解
釈
の
余
地
の
大
き
い
表
現
が
含
蓄
の
あ
る
お
も
し

ろ
い
言
葉
と
し
て
喜
ば
れ
る
。
⑵
点
を
線
に
す
る
の
は
一
種
の
言
語
的
創
造
を
と
も

な
う
か
ら
で
あ
ろ
う
。 

点
の
線
化
は
昔
の
人
が
星
の
点
を
結
び
合
わ
せ
て
図
形
を
読

み
と
り
、
名
を
冠
し
て
星
座
を
つ
く
り
あ
げ
た
こ
と
な
ど
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　

日
本
語
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
が
陸
続
き
の
外
国
を
も
っ
た
国
で
発
達
し
た
の
と

ち
が
っ
て
、
島
国
の
言
語
で
あ
る
。
同
一
言
語
を
同
一
民
族
が
長
い
期
間
に
わ
た
っ

て
使
っ
て
い
れ
ば
、
相
互
の
了
解
度
は
き
わ
め
て
高
く
な
る
。
家
族
語
に
お
け
る
よ

う
な
論
理
が
社
会
の
広
い
範
囲
に
流
通
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
そ
う
い
う
日
本

語
の
論
理
は
線
的
性
格
の
も
の
で
は
な
く
て
、
点
的
性
格
の
方
が
よ
く
発
達
し
て
い

る
の
は
自
然
の
こ
と
で
あ
る
。
念
に
は
念
を
入
れ
た
、
が
っ
ち
り
し
た
構
成
の
表
現

は
む
し
ろ
重
苦
し
い
も
の
と
感
じ
ら
れ
る
。
上
手
な
人
の
う
つ
囲
碁
の
石
の
よ
う
に

一
見
は
飛
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
点
と
点
を
結
び
合
わ
せ
る
感
覚
が
下

敷
き
に
な
っ
て
い
る
と
き
は
決
し
て
非
論
理
で
も
没
論
理
で
も
な
く
、
り
っ
ぱ
に

「
筋
」
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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海
綿
状
に
発
達
し
た
言
語
に
お
い
て
は
、
直
接
的
で
つ
よ
い
表
現
を
与
え
る
こ
と

は
む
し
ろ
効
果
的
で
な
い
。
ご
く
軽
い
、
間
接
的
な
、
あ
る
い
は
象
徴
的
な
表
現
が

よ
く
利き

く
の
で
あ
る
。
⑹
し
た
が
っ
て
、
そ
う
い
う
表
現
は
多
少
と
も
あ
い
ま
い

0

0

0

0

に

な
る
傾
向
を
も
っ
て
い
る
。 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
あ
い
ま
い
さ

0

0

0

0

0

は
明め

い

晰せ
き

な
論
理

の
敵
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
親
密
な
伝
達
に
お
け
る
あ
い
ま
い
さ

0

0

0

0

0

は
表
現
の
生
命
に
プ
ラ
ス
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
二
十
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
よ

う
や
く
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ウ＊

ィ
リ
ア
ム
・
エ
ム
プ
ソ
ン
の
『
あ
い
ま
い

性
の
七
典
型
』（
一
九
三
〇
年
）
は
西
欧
に
お
い
て
は
じ
め
て
あ
い
ま
い
さ

0

0

0

0

0

の
積
極

的
意
義
を
発
見
し
た
こ
と
を
告
げ
る
画
期
的
な
仕
事
で
あ
っ
た
。

　

あ
い
ま
い
さ

0

0

0

0

0

は
論
理
と
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
一
種
の
論
理
で
あ
る
こ
と

を
承
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
社
会
が
言
語
的
に
あ
る
成
熟
に
達
し
て
い
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
明
晰
な
表
現
の
あ
ら
わ
す
論
理
が
単
線
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

あ
い
ま
い

0

0

0

0

な
表
現
で
伝
え
る
論
理
は
複
線
で
、
ま
た
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
点
線
状
に

な
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。 

⑺
わ
が
国
で
は
き
わ
め
て
古
く
か
ら
、
表
現
の
余

韻
、
含
蓄
な
ど
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
あ
ま
り
に
も
理
屈
の
は
っ
き
り
し
た
も
の
は

か
え
っ
て
軽
ん
じ
ら
れ
た
と
い
う
伝
統
が
改
め
て
思
い
合
わ
せ
ら
れ
る
。 

話
の
筋
に

し
て
も
単
一
で
あ
る
と
退
屈
だ
と
感
じ
ら
れ
て
、
二
重
の
筋
、
ダ
ブ
ル
・
プ
ロ
ッ
ト
、

三
重
の
筋
、
ト
リ
プ
ル
・
プ
ロ
ッ
ト
が
好
ま
れ
る
と
い
う
事
実
も
、
い
く
ら
か
こ
れ

と
関
係
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

外
国
語
な
ら
ば
、「
の
べ
る
」
と
か
「
伝
え
る
」
と
か
「
表
現
す
る
」
と
い
っ
た

語
で
あ
ら
わ
す
よ
う
な
と
こ
ろ
に
、
日
本
語
は
、「
に
お
わ
す
」「
ほ
の
め
か
す
」「
そ

れ
と
な
く
ふ
れ
る
」
と
い
っ
た
言
葉
を
多
く
用
い
る
の
も
、
受
け
手
に
つ
よ
い
連
想

作
用
が
具そ

な

わ
っ
て
い
る
こ
と
を
見
越
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
表
現
を
抑
制
し
て
、
表
現

が
間
接
的
に
や
わ
ら
か
く
相
手
に
当あ

た

る
よ
う
に
と
の
配
慮
に
出
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
外
山
滋
比
古
「
日
本
語
の
論
理
」
に
よ
る
）

も
連
想
の
重
要
な
き
っ
か
け
に
な
る
。
し
ゃ
れ

0

0

0

は
音
声
的
類
似
に
よ
る
連
想
の
生
ず

る
言
葉
の
お
も
し
ろ
さ
で
あ
る
が
、
線
的
論
理
を
重
視
す
る
と
こ
ろ
で
は
し
ゃ
れ

0

0

0

が

あ
ま
り
尊
重
さ
れ
な
い
の
は
注
目
に
値
す
る
。

　

わ
が
国
の
よ
う
に
⑷
ア
イ
ラ
ン
ド
・
フ
ォ
ー
ム
（
島
国
形
式
）
の
文
化
を
も
っ
た

社
会
で
は
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
言
葉
の
連
想
領
域
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
同
じ
よ

う
に
単
語
で
あ
っ
て
も
熟
し
た
語
に
は
多
く
の
語
義
や
派
生
語
が
生
じ
て
辞
書
の
記

載
ス
ペ
ー
ス
も
大
き
い
の
に
対
し
て
、
新
し
く
生う

ま

れ
た
語
と
か
術
語
に
は
熟
し
た
用

法
が
な
く
、
明
確
な
語
義
を
も
つ
代か

わ

り
に
連
想
は
乏
し
い
。

　

ア
イ
ラ
ン
ド
・
フ
ォ
ー
ム
の
文
化
内
部
に
お
け
る
言
語
は
熟
し
た
語
と
同
じ
よ
う

に
コ＊

ノ
テ
イ
シ
ョ
ン
が
こ
ま
か
く
、
軟や

わ
らか
く
、
し
か
も
、
広
範
囲
に
発
達
し
て
い
る
。

⑸
コ
ン
テ
ィ
ネ
ン
タ
ル
・
フ
ォ
ー
ム
（
大
陸
形
式
）
の
文
化
に
お
け
る
言
語
は
派
生

語
や
イ
デ
ィ
オ
ム
の
す
く
な
い
単
語
の
よ
う
に
、語
義
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
い
て
、

そ
れ
が
喚
起
す
る
連
想
の
領
域
も
お
の
ず
か
ら
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
。

　

コ
ン
テ
ィ
ネ
ン
タ
ル
・
フ
ォ
ー
ム
の
言
語
は
た
と
え
て
言
え
ば
洋
紙
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
点
を
な
ら
べ
て
も
、
そ
れ
は
点
の
ま
ま
で
背
後
に
か
く
れ
た
風

化
し
た
論
理
が
下
敷
き
に
な
っ
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
点
と
点
と
が
つ
な
が
る
こ
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
代
り
、
点
と
点
を
結
ん
で
明
確
な
線
を
引
く
こ
と
が
で
き
る

し
、
そ
の
太
さ
も
必
要
に
応
じ
て
変
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
ア
イ
ラ
ン
ド
・
フ
ォ
ー
ム
の
文
化
に
お
け
る
言
語
は
い
わ
ば
海＊

綿
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
一
箇
所
に
イ
ン
ク
を
つ
け
る
と
、ひ
ろ
が
っ
て
に
じ
む
。

海
綿
の
上
に
細
い
線
を
ひ
く
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
離
し
て
点
を
う
つ
と
、
そ
れ

が
つ
な
が
っ
て
面
と
面
の
接
触
が
お
こ
る
よ
う
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
点
的
論
理

に
お
い
て
は
線
的
論
理
へ
の
志
向
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
き
と

し
て
は
、
に
じ
み

0

0

0

に
つ
ら
れ
て
、
筋
を
忘
れ
て
と
ん
で
も
な
い
脱
線
を
す
る
こ
と
も

あ
る
。
縁
語
に
よ
っ
て
表
現
が
展
開
し
て
い
る
例
な
ど
は
、
言
葉
の
連
想
の
自
由
な

は
た
ら
き
が
い
わ
ゆ
る
論
理
と
は
ち
が
っ
た
方
向
へ
伸
び
て
行
く
こ
と
を
よ
く
物

語
っ
て
い
る
。
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〔
問
２
〕
⑵
点
を
線
に
す
る
の
は
一
種
の
言
語
的
創
造
を
と
も
な
う
か
ら
で
あ
ろ
う
。  

と
あ
る
が
、「
一
種
の
言
語
的
創
造
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
次
の
う
ち

か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア　

表
現
に
お
い
て
、送
り
手
が
心
理
的
親
疎
を
測
る
こ
と
で
、受
け
手
の
様
子
に
よ
っ

て
表
現
の
方
法
を
変
え
な
が
ら
、
意
思
の
伝
達
を
行
う
こ
と
。

イ　

表
現
に
お
い
て
、
送
り
手
が
内
容
全
体
を
受
け
手
に
理
解
さ
せ
る
た
め
に
あ
え
て

用
い
た
点
的
な
工
夫
を
、
余
韻
や
含
蓄
と
し
て
味
わ
う
こ
と
。

ウ　

表
現
に
お
い
て
、送
り
手
が
お
互
い
に
わ
か
る
は
ず
で
あ
る
と
省
略
し
た
部
分
を
、

受
け
手
が
様
々
に
連
想
し
な
が
ら
、
理
解
し
味
わ
う
こ
と
。

エ　

表
現
に
お
い
て
、
受
け
手
が
線
的
論
理
を
つ
な
ぎ
な
が
ら
、
送
り
手
の
意
図
を
考

え
推
測
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
は
か
ろ
う
と
す
る
こ
と
。

〔
問
３
〕
⑶
ど
ん
な
に
し
て
も
踏
み
外
す
こ
と
の
な
い
太
い
線
を
た
ど
る
こ
と
が
お
よ

そ
退
屈
で
あ
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。 

と
あ
る
が
、「
踏
み
外
す
こ
と
の
な

い
太
い
線
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を

選
べ
。

ア　

受
け
手
側
に
誤
解
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
無
駄
の
な
い
能
率
的
な

表
現
を
用
い
て
、一
つ
一
つ
の
言
葉
を
ゆ
る
が
せ
に
し
な
い
構
成
を
も
つ
論
理
の
こ
と
。

イ　

受
け
手
側
に
主
張
が
は
っ
き
り
と
伝
わ
る
よ
う
に
、
ダ
ブ
ル
・
プ
ロ
ッ
ト
、
ト
リ

プ
ル
・
プ
ロ
ッ
ト
を
用
い
て
、
筋
道
の
通
っ
た
構
成
を
も
つ
論
理
の
こ
と
。

ウ　

受
け
手
側
に
伝
え
た
い
こ
と
が
理
解
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
、
象
徴
的
な
表
現
を

用
い
て
、
暗
に
ほ
の
め
か
す
言
葉
で
構
成
さ
れ
た
論
理
の
こ
と
。

エ　

受
け
手
側
に
都
合
の
良
い
解
釈
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
、
便
宜
的
な
表
現
を
極
力

用
い
て
、
成
熟
し
洗
練
さ
れ
た
言
葉
で
構
成
さ
れ
た
論
理
の
こ
と
。

〔
注
〕
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
―
―
形
式
ば
ら
な
い
様
子
。

　
　
　

冗
語
性
―
―
無
駄
な
こ
と
。

　
　
　

等と
う

閑か
ん

に
付ふ

さ
れ
た
―
―
い
い
か
げ
ん
に
ほ
う
っ
て
お
か
れ
た
。

　
　
　

コ
ノ
テ
イ
シ
ョ
ン
―
―
潜
在
的
・
多
層
的
意
味
。

　
　
　

海
綿
―
―
ス
ポ
ン
ジ
。

　
　
　

ウ
イ
リ
ア
ム
・
エ
ム
プ
ソ
ン
―
―
イ
ギ
リ
ス
の
詩
人
、
批
評
家
。

〔
問
１
〕
⑴
第
三
者
が
聞
け
ば
何
の
こ
と
か
ま
る
で
わ
か
ら
ぬ
よ
う
な
省
略
の
多
い
飛

躍
し
た
言
い
方
を
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
け
っ
こ
う
話
は
通
じ
合
っ
て
い
る
。

と
あ
る
が
、
な
ぜ
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
最
も
適
切
な
表
現
を
、
本
文
中

か
ら　
　

１　
　

は
十
六
字
、　
　

２　
　

は
十
四
字
で
探
し
、
そ
の
ま
ま

抜
き
出
し
て
書
け
。

よ
く
理
解
し
合
っ
て
い
る
人
た
ち
の
言
語
に
内
在
す
る
論
理
は　
　

１　
　

で
あ
る
が
、
そ
の
論
理
の
点
同
士
は　
　

２　
　

か
ら
。
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〔
問
５
〕
⑹
し
た
が
っ
て
、
そ
う
い
う
表
現
は
多
少
と
も
あ
い
ま
い

0

0

0

0

に
な
る
傾
向
を
も
っ

て
い
る
。 

と
あ
る
が
、「
そ
う
い
う
表
現
」に
当
て
は
ま
ら
な
い
も
の
は
ど
れ
か
、

次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア　

他
の
人
と
会
話
中
の
人
に
話
し
か
け
る
と
き
に
使
わ
れ
る
「
お
話
し
中
の
と
こ
ろ

失
礼
い
た
し
ま
す
。」
と
い
う
表
現
。

イ　

買
い
物
や
映
画
な
ど
に
一
緒
に
行
こ
う
と
誘
わ
れ
た
と
き
の
回
答
に
使
わ
れ
る

「
そ
の
う
ち
に
。」
と
い
う
表
現
。

ウ　

お
茶
や
ご
は
ん
の
お
か
わ
り
を
相
手
か
ら
勧
め
ら
れ
た
と
き
の
返
事
に
使
わ
れ
る

「
結
構
で
す
。」
と
い
う
表
現
。

エ　

難
し
い
提
案
を
持
ち
掛
け
て
き
た
相
手
に
対
す
る
返
答
に
使
わ
れ
る
「
前
向
き
に

検
討
し
ま
す
。」
と
い
う
表
現
。

〔
問
６
〕　

本
文
の
構
成
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
、
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切

な
も
の
を
選
べ
。

ア　

前
半
の
段
落
で
平
易
な
具
体
例
を
用
い
て
、
日
本
語
の
論
理
性
に
つ
い
て
の
問
題

点
を
明
ら
か
に
し
、本
論
で
は
難
解
で
抽
象
的
な
内
容
に
説
得
力
を
持
た
せ
て
い
る
。

イ　

前
半
、
後
半
と
も
に
対
比
の
構
造
を
用
い
て
、
日
本
語
の
論
理
性
に
つ
い
て
の
見

解
を
、
生
活
、
文
化
、
言
語
そ
の
も
の
へ
と
深
め
る
形
で
展
開
し
て
述
べ
て
い
る
。

ウ　

最
初
の
段
落
で
テ
ー
マ
全
体
に
触
れ
て
問
題
提
起
を
行
い
、
日
本
語
の
論
理
性
に

つ
い
て
時
代
や
地
域
、西
洋
の
価
値
観
な
ど
の
項
目
ご
と
に
結
論
を
ま
と
め
て
い
る
。

エ　

ま
ず
効
果
的
な
暗
喩
な
ど
を
用
い
て
結
論
を
述
べ
た
上
で
、
本
論
で
は
、
日
本
語

の
論
理
性
に
つ
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
の
従
来
の
視
点
の
変
化
を
促
し
て
い
る
。

〔
問
４
〕　

次
の
ａ
〜
ｆ
は
本
文
中
の
筆
者
の
述
べ
て
い
る
⑷
ア
イ
ラ
ン
ド
・
フ
ォ
ー
ム

と
⑸
コ
ン
テ
ィ
ネ
ン
タ
ル
・
フ
ォ
ー
ム
の
文
化
に
お
け
る
言
語
の
特
徴
を
そ
れ

ぞ
れ
説
明
し
て
い
る
。
適
切
な
も
の
は
ど
れ
と
ど
れ
か
。
正
し
い
組
み
合
わ
せ

を
、
あ
と
の
ア
〜
オ
の
選
択
肢
か
ら
一
つ
選
べ
。

ａ  

複
線
だ
っ
た
り
、
点
線
状
で
あ
っ
た
り
し
て
、
解
釈
の
余
地
が
あ
る
が
、
必
要
の

無
い
と
こ
ろ
が
風
化
す
る
こ
と
で
、
よ
り
明
晰
な
論
理
と
な
っ
て
い
る
。

ｂ　

重
苦
し
く
が
っ
ち
り
と
し
た
構
成
を
持
ち
、
そ
の
中
に
論
理
の
形
式
が
は
っ
き
り

と
見
え
、
点
を
つ
な
げ
て
線
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ｃ　

間
接
的
な
表
現
が
多
く
、
抽
象
的
な
思
想
・
観
念
な
ど
を
具
体
的
事
物
や
形
象
に

託
し
て
表
現
す
る
傾
向
が
あ
り
、物
事
が
確
実
で
な
く
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
も
あ
る
。

ｄ  

直
接
的
な
強
い
表
現
が
用
い
ら
れ
、
話
の
筋
が
単
一
で
退
屈
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と

が
あ
る
が
、
受
け
手
次
第
で
、
多
面
的
な
捉
え
方
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

ｅ　

表
現
理
解
に
お
け
る
創
造
的
性
格
に
よ
っ
て
、
点
状
に
離
散
し
た
論
理
が
統
合
さ

れ
、
受
け
手
の
側
に
、
誤
解
を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

ｆ　

物
事
の
筋
道
が
と
お
っ
て
い
る
が
、語
の
意
味
の
範
囲
が
定
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、

他
の
関
連
し
た
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
難
し
い
。

ア　
ａ
と
ｅ　

イ　

ｂ
と
ｃ　

ウ　
ｃ
と
ｆ　

エ　

ｄ
と
ｅ　

オ　
ａ
と
ｆ　
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次
の
文
章
は
古
代
和
歌
の
一
つ
の
形
式
で
あ
る
旋せ

頭ど
う

歌か

に
つ
い
て
述
べ
た
文
章

で
あ
る
。
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
。）

 　
　
　

夏
影
の　

房つ
ま
やの

下
に　

衣き
ぬ

裁た

つ
吾わ

ぎ
も妹　

う
ら
設ま

け
て　

吾わ

が
た
め
裁た

た
ば　

　
　
　

や
や
大お

ほ

に
裁
て　
　
　

　

万
葉
集
巻
七
に
、「
右
の
二
十
三
首
は
、
柿
本
朝あ
そ
み臣

人
麿
の
歌
集
に
出い

づ
」
と
し

て
収
録
さ
れ
て
い
る
旋
頭
歌
の
う
ち
の
一
首
で
あ
る
。

　

旋
頭
歌
の
運
命
は
、
地
球
上
の
は
げ
し
い
生
存
競
争
に
敗
れ
て
姿
を
消
し
て
い
っ

た
古
代
の
生
物
た
ち
の
運
命
を
ふ
と
連
想
さ
せ
る
。
も
ち
ろ
ん
、可か

憐れ
ん

な
旋
頭
歌
が
、

あ
れ
ら
恐
竜
の
種
族
と
共
通
す
る
何
物
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
が
、
今
、
歴

史
の
は
る
か
な
遠
景
に
、
子
供
た
ち
の
愛
惜
の
眼ま

な

差ざ

し
を
浴
び
て
空
想
の
中
に
生
き

つ
づ
け
る
古
代
の
け
も
の
た
ち
は
、
そ
の
巨お

お

き
く
あ
り
す
ぎ
た
体た

い

軀く

の
ゆ
え
に
、
適

者
生
存
の
き
び
し
い
法
則
を
の
が
れ
得
な
か
っ
た
点
で
、
⑴
短
歌
と
い
う
「
適
者
」

に
駆
逐
さ
れ
た
旋
頭
歌
（
ま
た
長
歌
）
の
運
命
と
一
脈
相
通
じ
る
も
の
を
も
っ
て
い

る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

旋
頭
歌
の
形
式
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
五
七
七
、五
七
七
と
、
片＊

歌
の
形
式

を
繰く

り

返か
え

す
こ
と
に
よ
っ
て
成
る
も
の
で
あ
る
。
五
七
五
七
七
の
短
歌
形
式
と
く
ら

べ
る
と
、
上
句
最
後
の
七
音
だ
け
短
歌
形
式
よ
り
も
多
い
わ
け
だ
が
、
口く

ち
ず
さ誦
ん
で

み
れ
ば
明
ら
か
な
通
り
、
こ
れ
は
単
に
七
音
多
い
と
い
う
数
量
的
な
違
い
だ
け
の

も
の
で
は
な
い
。
短
歌
の
場
合
、
五
七
、五
七
、七
と
い
う
区
切
り
方
に
始
ま
っ
て
、

五
七
五
、七
七
へ
、さ
ら
に
五
、七
五
、七
七
へ
と
、同
じ
三
十
一
音
の
形
式
の
中
で
も
、

歴
史
的
に
大
観
し
た
と
き
、調
子
の
上
で
い
く
つ
か
の
大
き
な
変
化
の
波
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
短
歌
形
式
と
一
口
に
い
う
も
の
の
、
実
は
そ
の
形
式
自
体
に
豊
か
な
弾
力

性
が
あ
り
、
時
代
感
情
の
変
化
に
応
じ
て
調
子
も
変
化
し
て
ゆ
く
と
い
う
柔
軟
な
適

応
力
が
そ
な
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

＊

〔
問
７
〕
⑺
わ
が
国
で
は
き
わ
め
て
古
く
か
ら
、
表
現
の
余
韻
、
含
蓄
な
ど
が
重
視
さ

れ
て
お
り
、
あ
ま
り
に
も
理
屈
の
は
っ
き
り
し
た
も
の
は
か
え
っ
て
軽
ん
じ
ら

れ
た
と
い
う
伝
統
が
改
め
て
思
い
合
わ
せ
ら
れ
る
。 

と
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
、
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。
日
常
の
生
活
に
お
い
て
あ
な
た

が
他
者
に
考
え
を
伝
え
る
と
き
に
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
気
を
つ
け
て
い
る

か
を
踏
ま
え
て
、
あ
な
た
の
考
え
を
二
〇
〇
字
以
内
で
書
け
。
な
お
、
書
き
出

し
や
改
行
の
際
の
空
欄
や
、
、
や
。や
「
な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
字
数
に
数
え
よ
。

５
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中
に
ひ
と
つ
の
貫
流
す
る
調
べ
を
た
た
え
、
一
首
全
体
の
統
一
性
と
純
一
な
感
動
の

高
ま
り
に
お
い
て
、
抒じ

ょ

情じ
ょ
う

詩し

表
現
の
一
極
限
形
式
を
確
立
し
た
の
に
対
し
、
旋
頭
歌

は
上
句
五
七
七
と
下
句
五
七
七
と
の
間
の
句
切
れ
の
単
調
さ
が
、
一
首
の
集
中
性
・

凝
縮
性
を
何
ほ
ど
か
の
程
度
に
お
い
て
薄
め
て
い
る
こ
と
は
、
イ
た
し
か
に
否
定
で

き
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
、
旋
頭
歌
の
こ
う
い
う
、
や
や
間
延
び
し
た
リ
ズ
ム
が
、

一
種
の
古
拙
な
味
わ
い
を
生
み
、
個
人
の
主
観
の
燃
焼
と
は
お
の
ず
と
異
な
る
、
謡う

た
い

も
の
風
な
、
あ
る
い
は
譚た

ん

詩し

風
な
、
つ
ま
り
不
特
定
多
数
の
人
間
の
共
通
感
情
の
表

現
で
あ
る
よ
う
な
性
質
を
そ
こ
に
生
み
だ
し
て
い
る
こ
と
を
、
見
逃
す
わ
け
に
は
い

か
な
い
の
で
あ
る
。

　

冒
頭
に
引
い
た
「
夏
影
の
」
の
旋
頭
歌
を
見
よ
う
。
濃
い
緑
葉
が
茂
っ
て
作
る
大

き
な
影
の
下
に
、
夫
婦
の
嬬つ

ま

屋や

（
寝
室
）
が
あ
る
。
夏
の
烈は

げ

し
い
日ひ

ざ射
し
を
さ
え
ぎ

る
そ
の
涼
し
い
影
の
中
で
、
妻
は
衣
を
裁
つ
の
に
余
念
が
な
い
。
そ
の
妻
の
姿
が
、

客
観
的
に
、
や
や
距
離
を
置
い
て
眺
め
ら
れ
て
い
る
の
が
、
上
句
で
あ
る
。
つ
い
で
、

句
切
れ
の
小
休
止
を
お
い
て
、
ふ
た
た
び
歌
は
ゆ
っ
た
り
と
し
た
調
子
で
、
歌
い
手

自
身
の
気き

持も
ち

を
歌
い
だ
す
。「
う
ら
設
け
て
」
は
、
原＊

文
「
裏う

ら
ま
け
て儲」

と
あ
り
、「
着
物

の
裏
を
用
意
し
て
」
と
す
る
説
、
ま
た
「
心
設
け
を
し
て
」
と
す
る
説
が
あ
る
よ
う

だ
が
、
前
者
の
解
は
や
や
理
に
つ
き
す
ぎ
て
わ
ず
ら
わ
し
い
感
じ
が
あ
り
、
私
は
後

者
の
解
を
と
り
た
い
。つ
ま
り
、妻
よ
、心
を
傾
け
て
私
の
た
め
に
衣
を
裁
つ
な
ら
ば
、

と
い
う
意
味
に
と
り
た
い
。
さ
て
こ
の
旋
頭
歌
の
、＊
画が

竜り
ょ
う

の
睛せ

い

と
い
う
べ
き
魅
力

的
な
箇
所
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
や
や
大
に
裁
て
」
と
い
う
結
句
に
あ
る
。
こ
の

結
句
の
大
ら
か
な
魅
力
に
つ
い
て
ウ
殊
更
に
説
く
必
要
は
あ
る
ま
い
。
と
こ
ろ
で
、

こ
の
結
句
で
、「
や
や
大
に
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
ど
う
い
う
意
味
だ
ろ
う
、
と
私

は
ふ
と
エ
い
ぶ
か
し
く
思
う
。
二
人
は
ま
だ
若
い
夫
婦
で
、
夫
は
自
分
が
こ
れ
か
ら

も
体
が
さ
ら
に
伸
び
る
こ
と
を
知
っ
て
い
て
こ
う
呼
び
か
け
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
と
も
、
夏
服
だ
か
ら
、
ゆ
っ
た
り
と
、
涼
し
げ
に
作
っ
て
欲
し
い
と
い
い
た
か
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
れ
こ
れ
空
想
さ
せ
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
結
局
そ
れ
ら
の
解
釈

の
す
べ
て
を
越
え
て
、「
や
や
大
に
裁
て
」
と
い
う
、
暢の

び
や
か
な
、
張
り
の
あ
る
、

＊

＊

  

と
こ
ろ
が
旋
頭
歌
に
あ
っ
て
は
、
五
七
七
、五
七
七
と
い
う
調
子
の
と
り
方
以
外

の
読
み
方
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
短
歌
と
の
、
ほ
と
ん
ど
本
質
的

な
相
違
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
読
む
人
は
、
五
七
七
で
一
旦
息
を
切
り
、
つ
づ
け
て
次

の
五
七
七
に
移
る
。
こ
れ
以
外
に
は
読
み
方
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
当
然
、
旋
頭

歌
と
い
う
形
式
の
制
約
と
み
な
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
調
子
が
や
や
間
延
び
し
て

単
調
に
な
る
の
は
、
こ
の
形
式
上
の
制
約
の
必
然
的
な
結
果
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、

五
七
調
か
ら
七
五
調
へ
と
大
き
く
変
化
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
短
歌
形
式
が
成じ

ょ
う

就じ
ゅ

し
た
、
重
々
し
さ
か
ら
軽
や
か
さ
へ
の
質
的
転
換
の
よ
う
な
も
の
が
な
い
ま
ま
に
、

五
七
七
の
、
や
や
重
た
く
、
悠
長
に
響
く
調
べ
を
守
り
通
す
ほ
か
な
か
っ
た
こ
と

は
、
旋
頭
歌
が
た
ち
ま
ち
時
代
遅
れ
の
形
式
に
な
っ
て
ゆ
く
運
命
を
暗
示
し
て
い
た

と
い
っ
て
よ
い
。

　

万
葉
集
に
さ
え
、
わ
ず
か
六
十
首
あ
ま
り
が
録
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
が
、

旋
頭
歌
の
実
態
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
う
ち
、
人
麿
歌
集
よ
り
と
さ
れ
る
も
の
が
、

巻
七
の
二
十
三
首
、
巻
十
一
の
十
二
首
と
半
数
以
上
を
占
め
、
他
の
歌
人
た
ち
の
作

は
、
た
と
え
ば
山
上
憶
良
の
あ
の
よ
く
知
ら
れ
た
歌
、

　
　
　

は
ぎ
の
花　

尾を

花ば
な　

く
ず
花　

な
で
し
こ
の
花　

を
み
な
え
し　

　
　
　

ま
た
藤ふ

じ

袴ば
か
ま　

朝あ
さ

顔が
ほ

の
花

の
よ
う
に
、
⑵
も
は
や
余
技
的
な
も
の
と
し
て
試
み
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。 
人
麿

は
、
こ
こ
で
も
ま
た
輝
か
し
い
位
置
に
い
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
だ
が
、
ア
い
ず

れ
に
し
て
も
、
も
し
人
麿
と
い
う
天
才
な
か
り
せ
ば
、
旋
頭
歌
と
い
う
形
式
は
、
仏＊

足
石
歌
体
（
五
七
五
七
七
、七
）
の
よ
う
な
、
短
歌
形
式
へ
の
付
属
歌
体
と
同
列
に
置

か
れ
て
、
も
っ
と
早
く
に
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
せ
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
今
、
そ
う
い
う
和
歌
史
の
展
開
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
記
憶
を
離
れ
て
、

旋
頭
歌
、
⑶
な
か
ん
ず
く
人
麿
作
の
旋
頭
歌
を
口
誦
む
と
き
、
そ
こ
に
あ
る
種
の
掬き

く

す
べ
き
情
趣
が
あ
る
こ
と
を
強
調
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
短
歌
が
、
三
十
一
音
の

＊
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〔
問
１
〕 

⑴
短
歌
と
い
う
「
適
者
」
に
駆
逐
さ
れ
た
旋
頭
歌
（
ま
た
長
歌
）
の
運
命

と
一
脈
相
通
じ
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
あ
る
が
、「
短
歌
と
い
う『
適
者
』に
駆
逐
さ
れ
た
」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  

旋
頭
歌
は
、
重
厚
な
調
子
の
表
現
方
法
で
一
時
代
を
築
い
た
が
、
軽
や
か
さ
を
重

要
視
す
る
時
代
感
情
の
変
化
に
対
応
で
き
ず
、過
去
の
遺
物
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

イ　

軽
快
で
、
可
変
的
な
調
子
が
特
徴
的
な
短
歌
の
登
場
に
と
も
な
っ
て
、
古
く
か
ら
広

く
人
々
に
な
じ
み
の
あ
っ
た
旋
頭
歌
の
形
式
が
、
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
。

ウ　

短
歌
と
い
う
新
時
代
の
芸
術
が
流
行
す
る
こ
と
で
、
古
い
歴
史
を
も
ち
、
伝
統
的

な
調
子
で
詠よ

ま
れ
る
旋
頭
歌
の
技
術
の
継
承
が
、途
絶
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
。

エ  

柔
軟
で
、
時
代
の
変
化
に
し
な
や
か
に
対
応
し
た
短
歌
の
特
性
が
、
歌
を
詠
む
人
々

に
好
ま
れ
、融ゆ

う

通ず
う

の
き
か
な
い
旋
頭
歌
は
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
。

し
か
も
細
や
か
な
陰
影
を
帯
び
た
七
音
の
語
句
が
、
私
た
ち
の
心
に
音
楽
的
な
情
感

の
た
ゆ
た
い
を
さ
そ
っ
て
や
ま
な
い
の
だ
。

　

こ
の
古
拙
な
感
じ
、
悠
揚
せ
ま
ら
ぬ
感
じ
、
細
や
か
な
情
感
が
小
う
る
さ
い
描
写

な
ど
な
し
に
湧
き
流
れ
て
い
る
感
じ
、
そ
こ
に
私
は
、
人
麿
の
旋
頭
歌
一
般
に
通
じ

る
特
徴
を
見
う
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。（

大
岡
信
「
私
の
古
典
詩
選
」
に
よ
る
）

〔
注
〕
体た

い

軀く

―
―
か
ら
だ
。
身
体
。

　
　
　

片
歌
―
―
和
歌
の
形
式
の
一
つ
。

　
　
　

仏
足
石
歌
―
―
和
歌
の
形
式
の
一
つ
。

　
　
　

掬き
く

す
―
―
す
く
う
。

　
　
　

謡う
た

い
も
の
―
―
詩
歌
や
文
章
に
旋
律
を
つ
け
て
歌
う
も
の
。  　

　
　
　

譚た
ん

詩し

―
―
物
語
詩
。

　
　
　

原
文
「
裏う

ら
ま
け
て儲」

と
あ
り
― 

―
原
文
で
あ
る
『
万
葉
集
』
に
は
こ
の
文
字
を
用

い
て
表
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

画が

竜り
ょ
う

の
睛せ

い

―
―
大
切
な
と
こ
ろ
。
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〔
問
４
〕　

筆
者
は
、
柿
本
人
麿
の
「
夏
影
の
」
の
歌
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
点
に
ひ

き
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
か
、
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を

選
べ
。

ア　

上
句
は
妻
に
対
す
る
客
観
的
な
視
点
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
下
句
は
歌
い
手
自
身

の
心
情
の
描
写
と
い
う
対
比
が
、
若
い
夫
婦
の
初う

い

々う
い

し
い
様
子
を
想
像
さ
せ
る
点
。

イ　
「
や
や
大
に
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
こ
と
で
、
き
っ
ち
り
と
計
算
さ
れ
た
情
景
で

は
な
く
、
読
み
手
の
多
様
な
解
釈
や
余
白
を
生
み
出
す
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
点
。

ウ　

季
節
や
場
所
な
ど
の
状
況
描
写
と
い
う
外
側
に
向
い
て
い
た
視
点
が
、
少
し
ず
つ

内
側
へ
の
視
点
に
変
化
し
、
読
み
手
に
感
覚
的
に
訴
え
る
魅
力
を
持
っ
て
い
る
点
。

エ  

全
体
的
に
ゆ
っ
た
り
と
し
た
雰
囲
気
を
読
み
手
に
感
じ
取
ら
せ
る
た
め
に
、 　
「
大

に
」
と
い
う
表
現
を
核
に
し
て
、
全
体
の
構
成
が
巧
み
に
洗
練
さ
れ
て
い
る
点
。

〔
問
５
〕　

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
と
し
て
、
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の

を
選
べ
。

ア　

短
歌
と
の
比
較
と
い
う
歴
史
的
な
背
景
や
専
門
的
な
用
語
を
お
り
ま
ぜ
な
が
ら
、

歌
人
の
人
麿
が
い
か
に
魅
力
的
で
あ
る
か
を
伝
え
る
た
め
の
持
論
を
展
開
し
て
い
る
。

イ　

人
麿
の
歌
を
例
に
し
て
旋
頭
歌
の
た
ど
っ
て
き
た
悲
劇
的
な
運
命
や
短
歌
と
の
関

係
を
前
半
で
述
べ
、
後
半
で
は
旋
頭
歌
自
体
の
魅
力
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
。

ウ　

筆
者
の
旋
頭
歌
に
対
す
る
思
い
を
最
後
の
段
落
に
ま
と
め
と
し
て
提
示
す
る
た
め

に
、「
夏
影
の
」
の
歌
の
内
容
を
冒
頭
か
ら
取
り
上
げ
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
。

エ　

万
葉
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
旋
頭
歌
を
引
用
し
、
短
歌
と
の
形
式
の
違
い
や
旋
頭
歌

固
有
の
リ
ズ
ム
感
の
も
た
ら
す
表
現
の
特
徴
に
つ
い
て
独
自
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

〔
問
２
〕 

⑵
も
は
や
余
技
的
な
も
の
と
し
て
試
み
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。と
あ
る
が
、

具
体
的
に
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　

専
門
的
な
知
識
や
技
術
を
用
い
て
作
り
上
げ
ら
れ
る
歌
と
は
別
に
、
な
じ
み
の
あ

る
言
葉
を
用
い
て
、
大
衆
に
も
理
解
で
き
る
歌
と
し
て
作
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
。

イ　

本
来
作
者
の
感
情
や
感
動
を
情
緒
的
に
述
べ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
べ
き
歌
で
あ

る
が
、
感
情
の
表
現
で
は
な
く
、
単
な
る
言
葉
遊
び
に
終
始
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
。

ウ　

情
景
や
心
情
な
ど
を
描
写
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
は
ず
の
歌
が
、
同
じ
調
子
の

繰
り
返
し
の
巧
み
な
様
子
を
、
表
現
す
る
た
め
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
。

エ　

歌
人
が
自
分
の
持
て
る
才
能
を
結
集
さ
せ
て
作
り
こ
ん
だ
歌
と
い
う
よ
り
も
、

元
々
の
歌
作
り
の
視
点
か
ら
は
離
れ
た
、
低
次
元
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
。

〔
問
３
〕 

⑶
な
か
ん
ず
く
と
あ
る
が
、
こ
の
「
な
か
ん
ず
く
」
と
同
じ
意
味
と
な
る
語

句
を
、
本
文
中
の

線
部
を
つ
け
た
次
の
ア
か
ら
エ
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア　

い
ず
れ
に
し
て
も　
　

イ　

た
し
か
に　
　

ウ　

殊
更
に　
　

エ　

い
ぶ
か
し
く



国
　
　
　
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
。

（5ー国）

1

5

5̶

国

国
　
　
語

注
　
　
　
意
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