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問
題
は

1
か
ら

4
ま
で
で
、
15
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
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
を
記
述
す
る
問
題
に
つ
い
て
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　

他
と
は
一
線
を
画
す
る
作
品
だ
。

⑵　

帰
っ
て
き
た
息
子
を
抱
擁
す
る
。

⑶　

堅
固
な
意
志
を
も
っ
て
実
行
す
る
。

⑷　

額
縁
に
入
っ
た
西
洋
の
名
画
を
鑑
賞
す
る
。

⑸　

古
代
の
シ
ョ
ウ
ゾ
ク
を
身
に
ま
と
う
。

⑹　

優
勝
の
シ
ュ
ク
ガ
会
を
開
催
す
る
。

⑺　

か
わ
い
い
ザ
ッ
カ
を
集
め
る
。

⑻　

冬
期
の
特
徴
的
な
気
候
を
サ
ン
カ
ン
シ
オ
ン
と
い
う
。

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
。）

清き
よ

澄す
み

は
、
刺し

繍し
ゅ
う

が
趣し

ゅ

味み

の
高
校
一
年
生
で
あ
る
。
姉
の
水み

青お

が
結
婚
す
る
こ
と
に
な
り
、

清
澄
は
ウ
エ
デ
ィ
ン
グ
ド
レ
ス
を
作
る
こ
と
を
申
し
出
た
。
し
か
し
思
っ
た
よ
う
な
も
の
は
作

れ
ず
、
ド
レ
ス
自
体
は
縫ほ
う

製せ
い

の
会
社
に
勤
め
る
父
が
中
心
と
な
っ
て
作
り
、
清
澄
は
で
き
あ

が
っ
た
ド
レ
ス
に
刺
繍
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
あ
る
日
、
姉
の
婚
約
者
の
紺こ
ん

野の

が
ド
レ
ス
の

あ
る
部
屋
に
入
っ
て
き
た
。

「
す
ご
い
と
思
い
ま
せ
ん
？
」

「
う
ん
、
す
ご
い
な
。」

ノ
ー
ス
リ
ー
ブ
が
嫌
。
か
わ
い
す
ぎ
る
の
は
嫌
。
と
に
か
く
キ
ラ
キ
ラ
し
て
る
の

は
嫌
。

そ
ん
な
ん
ド
レ
ス
ち
ゃ
う
わ
、
と
僕
が
鼻は
な

白じ
ろ

ん
だ
姉
の
要
望
を
、
父
と
父
の
職 

場
の
人
た
ち
は
一
度
も
否
定
し
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
正
確
に
そ
の
意
図
を
酌く

ん

で
こ
の
ド
レ
ス
を
縫ぬ

い
上あ

げ
た
。

ワ
ン
ピ
ー
ス
と
呼
ん
で
も
差さ

し
支つ

か

え
な
い
ほ
ど
シ
ン
プ
ル
で
カ
ジ
ュ
ア
ル
な
デ
ザ

イ
ン
と
風
通
し
の
良
い
ガ
ー
ゼ
の
素
材
は
、
人
前
に
出
る
こ
と
が
苦
手
な
姉
の
緊き

ん

張ち
ょ
う 

を
き
っ
と
や
わ
ら
げ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

「
で
も
、
仕
上
げ
は
清
澄
く
ん
が
や
る
ん
や
ろ
？
」

自
分
の
手
で
ド
レ
ス
を
仕
上
げ
ら
れ
な
く
て
落
ち
こ
ん
で
い
た
僕
に
、
黒く
ろ

田だ

さ 

ん
が
「
刺
繍
を
入
れ
て
み
て
は
。」
と
い
う
ア
ド
バ
イ
ス
を
く
れ
た
。

黒
田
さ
ん
は
父
の
雇や

と

い
主ぬ

し

と
い
う
か
、
相
棒
と
い
う
か
、
そ
ん
な
感
じ
の
人
だ
。

2 

＊

＊
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出
し
て
く
る
紺
野
さ
ん
を
「
わ
か
っ
て
ま
す
、
わ
か
っ
て
ま
す
。」
と
押
し
戻
し
た
。

刺
繍
を
は
じ
め
た
き
っ
か
け
は
、
祖
母
が
や
っ
て
い
た
か
ら
。
で
も
も
ち
ろ
ん
そ
れ

だ
け
で
は
な
い
。

「
刺
繍
は
世
界
中
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
違
う
特
徴
が
あ
る
ん
で
す
。」

紺
野
さ
ん
が
「
へ
え
、
そ
う
な
ん
。」
と
ふ
た
た
び
身
を
乗
り
出
す
。

「
た
と
え
ば
日
本
に
は
こ
ぎ
ん
刺
し
っ
て
い
う
の
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
こ
れ
っ
て

も
と
も
と
布
を
丈
夫
に
し
て
暖
か
く
す
る
た
め
に
糸
を
重
ね
た
の
が
は
じ
ま
り
ら
し

く
て
。」

「
ほ
う
。」

「
あ
と
ね
『
背
守
り
』
っ
て
知
っ
て
ま
す
？　

赤
ち
ゃ
ん
の
産う
ぶ

着ぎ

の
背
中
に
刺
繍
す

る
習
慣
が
あ
っ
た
ん
で
す
っ
て
。
い
わ
ゆ
る
魔ま

除よ

け
で
す
。
鶴つ

る

と
か
亀か

め

と
か
ね
、
そ

う
い
う
図
案
を
。」

「
ほ
う
、
ほ
う
。」

紺
野
さ
ん
が
大
き
く
頷う
な
ず

く
。
姉
は
き
っ
と
こ
の
人
の
こ
う
い
う
と
こ
ろ
を
好 

き
に
な
っ
た
ん
だ
ろ
う
。
自
分
が
も
の
す
ご
く
お
も
し
ろ
い
話
を
し
て
い
る
み
た
い

で
、
悪
い
気
は
し
な
い
。

日
本
だ
け
じ
ゃ
な
い
。
ル
ー
マ
ニ
ア
の
あ
る
地
方
で
は
、
娘
が
生
ま
れ
る
と
す
ぐ

に
そ
の
子
の
嫁
入
り
道
具
の
シ
ー
ツ
や
枕ま

く
ら

カ
バ
ー
に
刺
繍
を
は
じ
め
る
。
イ
ン
ド

に
は
「
ミ
ラ
ー
ワ
ー
ク
」
と
呼
ば
れ
る
鏡
を
縫
い
こ
ん
だ
刺
繍
の
技
法
が
あ
る
。
鏡

が
悪
い
も
の
を
反
射
し
て
身
を
守
っ
て
く
れ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

「
刺
繍
は
ず
っ
と
昔
か
ら
世
界
中
に
あ
っ
て
、
手
法
は
い
ろ
い
ろ
違
う
の
に
、
そ
こ

に
こ
め
ら
れ
た
願
い
は
み
ん
な
似
て
る
ん
で
す
。
そ
れ
っ
て
な
ん
か
、
お
も
し
ろ
い

で
し
ょ
。」

⑵

僕
に
と
っ
て
は
あ
る
意
味
、
父
以
上
に
父
の
よ
う
な
位
置
づ
け
の
人
物
で
も
あ
る
の

だ
が
、
そ
の
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
紺
野
さ
ん
に
説
明
で
き
る
気
が
し
な
い
。
す
く

な
く
と
も
今
は
。

「
図
案
の
こ
と
で
、
ま
だ
悩な
や

ん
で
る
ん
で
す
。」

と
に
か
く
「
無
難
」
を
重
ん
じ
る
姉
を
尊
重
し
て
、
裾す

そ

の
あ
た
り
に
だ
け
ご
く
控ひ

か

え
め
に
野
の
花
を
刺
繍
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
。
白
い
糸
で
、
近
く
で
見
る
と
そ
れ

と
わ
か
る
程
度
に
さ
り
げ
な
く
。
で
も
な
に
か
が
違
う
よ
う
な
気
が
し
て
、
ま
だ 

ひ
と
針
も
す
す
め
ら
れ
ず
に
い
る
。
だ
っ
て
僕
が
し
た
い
刺
繍
は
、
そ
し
て
姉
に
ふ

さ
わ
し
い
の
は
「
無
難
」
な
ん
か
じ
ゃ
な
い
は
ず
だ
か
ら
。

「
で
も
、
式
は
も
う
一
週
間
後
や
で
。」

「
そ
う
な
ん
で
す
け
ど
…
…
。」

ド
レ
ス
は
こ
の
ま
ま
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
す
ば
ら
し
い
で
き
ば
え
だ
。
僕
の
刺
繍
で
台

無
し
に
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
と
、
な
お
さ
ら
手
が
動
か

な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

も
う
時
間
が
な
い
。
刺
繍
を
入
れ
る
に
せ
よ
、
入
れ
な
い
に
せ
よ
、
は
や
く
決
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
。

口
ご
も
っ
て
し
ま
っ
た
僕
を
ち
ら
り
と
見
て
、
紺
野
さ
ん
が
咳せ
き

払ば
ら

い
を
ひ
と
つ
し

た
。

「
質
問
し
て
も
い
い
？
」

「
ど
う
ぞ
。」

「
そ
も
そ
も
、
ど
う
い
う
き
っ
か
け
で
刺
繍
は
じ
め
た
ん
？　

い
や
、
前
か
ら
男
子

の
趣
味
と
し
て
は
め
ず
ら
し
い
ん
ち
ゃ
う
か
な
と
思
っ
て
て
。」

あ
、
お
か
し
い
と
か
言
う
て
る
わ
け
で
は
な
い
ね
ん
で
、
と
ぐ
い
ぐ
い
身
を
乗
り

⑴
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「
清
澄
く
ん
っ
て
す
ご
い
で
す
よ
ね
。
お
母
さ
ん
。」

母
は
な
に
か
言
お
う
と
し
て
、
は
げ
し
く
咳せ

き
こ
む
。
風か

邪ぜ

を
ひ
い
た
ら
し
く
、

数
日
前
か
ら
ず
っ
と
咳
を
し
て
い
る
し
、
日
を
追
う
ご
と
に
そ
の
咳
は
は
げ
し
さ
を

増
し
て
い
る
。

で
も
「
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
か
。」
と
僕
は
訊た
ず

ね
な
い
し
、
母
も
け
っ
し
て
僕
の
ほ 

う
を
見
な
い
。 

涙な
み
だ

目め

の
ま
ま
、
口
元
を
押
さ
え
て
部
屋
を
出
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
。

「
お
母
さ
ん
、
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
か
な
。」

「
あ
の
人
、
風
邪
で
も
仕
事
休
ま
へ
ん
か
ら
。
な
ん
の
意
地
か
知
ら
ん
け
ど
病
院
に

も
行
か
へ
ん
し
。」

だ
か
ら
治
り
が
遅
い
。
毎
年
の
こ
と
だ
。
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
か
な
、
な
ん
て
心
配
す

る
気
に
も
な
れ
な
い
し
、
そ
れ
に
母
の
こ
と
だ
か
ら
良
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
咳
が
出
て

く
れ
た
ぐ
ら
い
に
思
っ
て
い
そ
う
だ
。
紺
野
さ
ん
の
「
す
ご
い
で
す
よ
ね
。」
に
答

え
ず
に
済
む
か
ら
。

「
母
は
嫌
い
な
ん
で
す
。
僕
が
刺
繍
す
る
の
が
。」

な
ん
で
そ
ん
な
わ
ざ
わ
ざ
悪
目
立
ち
す
る
よ
う
な
こ
と
す
ん
の
、
と
い
う
の
が
母

の
言
い
ぶ
ん
だ
。
僕
が
学
校
で
か
ら
か
わ
れ
た
り
、
い
じ
め
ら
れ
た
り
し
な
い
か
、

ず
っ
と
そ
ん
な
心
配
ば
か
り
し
て
い
る
。

紺
野
さ
ん
は
あ
い
ま
い
な
微ほ
ほ

笑え

み
を
浮
か
べ
て
黙だ

ま

っ
て
い
る
。
僕
と
母
の
ど
ち
ら

の
肩
を
持
っ
て
も
角
が
立
つ
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。

実
際
、
中
学
生
ま
で
の
僕
は
い
つ
も
ひ
と
り
だ
っ
た
。
母
や
祖
母
を
心
配
さ
せ
な

い
よ
う
に
、
高
校
に
入
っ
た
ら
友
だ
ち
を
つ
く
る
た
め
に
が
ん
ば
っ
て
み
よ
う
と

思
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
で
も
自
分
の
好
き
な
こ
と
を
好
き
で
は
な
い
ふ
り
を
す
る
の
も
、 

好
き
で
は
な
い
こ
と
を
好
き
な
ふ
り
を
す
る
の
も
、
す
ご
く
さ
び
し
い
行こ

う

為い

だ
と
気

⑷

世
界
中
で
、
誰
か
が
誰
か
の
た
め
に
祈
っ
て
い
る
。
す
こ
や
か
で
あ
れ
、
幸
せ
で

あ
れ
、
と
。

高
校
生
に
な
っ
て
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
刺
繍
に
関
す
る
本
を
読
ん
だ
り
し
て
い
る
う

ち
に
、
も
っ
と
く
わ
し
く
刺
繍
の
歴
史
を
知
り
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ

に
こ
め
ら
れ
た
人
々
の
思
い
を
、
暮
ら
し
を
、
も
っ
と
知
り
た
い
と
。

人
に
話
す
の
は
こ
れ
が
は
じ
め
て
だ
っ
た
。
目
標
と
い
う
ほ
ど
た
し
か
な
も
の
で

は
な
か
っ
た
欲
求
が
、
言
葉
に
し
た
瞬
間
に
輪り
ん

郭か
く

を
得
た
。
そ
う
か
僕
は
そ
ん
な
ふ

う
に
考
え
て
い
た
の
か
と
、
目
を
瞠み

は

る
。
輪
郭
を
よ
り
く
っ
き
り
と
し
た
も
の
に 

し
た
く
て
、
も
う
一
度
口
に
出
し
た
。

「
知
り
た
い
ん
で
す
、
も
っ
と
。」

「
す
ご
い
な
あ
。
壮そ
う

大だ
い

や
な
あ
。」

「
い
や
、
壮
大
っ
て
、
そ
ん
な
。」

「
壮
大
な
弟
が
で
き
て
う
れ
し
い
わ
。」

そ
こ
ま
で
屈く

っ

託た
く

な
く
喜
ば
れ
る
と
こ
っ
ち
が
恥
ず
か
し
い
。
身
体
の
向
き
を
変 

え
て
、
じ
わ
じ
わ
熱
く
な
る
頬ほ

お

を
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
た
。

開
け
放
し
た
ま
ま
の
襖ふ

す
ま

か
ら
、
母
が
ふ
い
に
顔
を
の
ぞ
か
せ
た
。
僕
ら
の
話
を

聞
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
け
っ
し
て
目
を
合
わ
せ
よ
う
と
せ
ず
、
コ
コ
ア
が
ふ
た

つ
の
っ
た
ト
レ
イ
を
捧さ

さ

げ
持
っ
て
入
っ
て
く
る
。
お
湯
を
注
ぐ
だ
け
の
イ
ン
ス
タ
ン

ト
の
や
つ
で
、
母
は
以
前
か
ら
そ
れ
を
「
味
は
そ
ん
な
で
も
な
い
け
ど
簡
単
な
の
が

え
え
。」
と
愛
飲
し
て
い
る
。

「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。」

紺
野
さ
ん
が
正
座
し
た
姿
勢
の
ま
ま
、
頭
を
下
げ
た
。
母
は
ド
レ
ス
に
は
一い
ち

瞥べ
つ 

も
く
れ
ず
に
、
ト
レ
イ
を
紺
野
さ
ん
の
脇わ

き

に
置
い
た
。

⑶

ａ

ｂ
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〔
問
1
〕　

屈く
っ

託た
く

な
く
、
一い

ち

瞥べ
つ

も
く
れ
ず
に　

の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、

そ
れ
ぞ
れ
選
べ
。

ａ　

ア　

意
図
を
理
解
せ
ず　
　
　
　
　

ｂ　

ア　

興
味
を
も
た
な
い
で

イ　

何
も
気
に
せ
ず
に　
　
　
　
　
　
　

イ　

触
ら
な
い
よ
う
に

ウ　

過か

剰じ
ょ
う

な
ほ
ど
に 

ウ　

ち
ら
っ
と
も
見
な
い
で

エ　

気
を
遣つ

か

っ
て　
　
　
　
　
　
　
　
　

エ　

見
な
い
ふ
り
を
し
て

〔
問
2
〕　

で
も
な
に
か
が
違
う
よ
う
な
気
が
し
て
、
ま
だ
ひ
と
針
も
す
す
め
ら
れ
ず

に
い
る
。
と
あ
る
が
、
清
澄
が
「
ひ
と
針
も
す
す
め
ら
れ
ず
に
い
る
」
わ
け

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

ア
　
姉
は
本
当
は
刺
繍
を
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
な
い
、
と
気
づ
き
な
が
ら
も
自
分

か
ら
言
い
出
し
た
手
前
引
く
こ
と
が
で
き
ず
、
時
間
が
足
り
な
い
こ
と
を
言
い
訳

に
し
て
逃と
う

避ひ

し
て
い
る
か
ら
。

イ
　
手
芸
の
腕
前
で
は
誰
に
も
負
け
な
い
、
と
思
っ
て
い
た
が
少
し
自
信
が
ゆ
ら
ぎ
、 

不
完
全
な
刺
繍
を
す
る
こ
と
で
周
囲
か
ら
も
才
能
が
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ

な
い
と
心
配
し
て
い
る
か
ら
。

ウ
　
野
の
花
の
刺
繍
は
姉
が
重
ん
じ
る
「
無
難
」
な
も
の
で
は
な
い
、
と
感
じ
な
が

ら
も
そ
の
デ
ザ
イ
ン
が
気
に
入
っ
て
お
り
、
な
ん
と
か
姉
を
説
得
す
る
方
法
は
な

い
か
と
苦く

悩の
う

し
て
い
る
か
ら
。

エ
　
姉
の
要
望
と
姉
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
は
違
う
、
と
感
じ
な
が
ら
も
具
体
的
な

案
は
思
い
つ
か
ず
、
こ
の
ま
ま
で
は
自
分
の
刺
繍
が
ド
レ
ス
を
損そ
こ

な
う
か
も
し
れ

な
い
と
葛か

っ

藤と
う

し
て
い
る
か
ら
。

ａ

ｂ

⑴

づ
い
た
。
だ
か
ら
僕
は
刺
繍
を
や
め
な
か
っ
た
し
、
無
理
し
て
周
囲
に
合
わ
せ
る
の

も
や
め
た
。
だ
け
ど
。

畳
の
上
に
投
げ
出
し
た
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
点
滅
し
て
い
る
。
宮み
や

多た

が
「
ひ
ま
ー
。」 

と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
っ
て
き
た
。「
こ
っ
ち
は
忙い

そ
が

し
い
。」
と
返
す
と
即
座
に
パ 

ン
ダ
が
泣
い
て
い
る
ス
タ
ン
プ
が
表
示
さ
れ
る
。

僕
は
刺
繍
を
や
め
な
か
っ
た
。
だ
け
ど
、
友
だ
ち
は
残
っ
た
。

熱
い
コ
コ
ア
が
お
い
し
く
て
、
あ
ら
た
め
て
季
節
が
変
わ
っ
た
こ
と
を
知
る
。
春

が
来
て
、
夏
が
過
ぎ
て
、
秋
に
な
っ
た
。
冬
を
待
た
ず
に
、
姉
は
こ
の
家
か
ら
い
な

く
な
る
。

（
寺
地
は
る
な
「
水
を
縫
う
」
に
よ
る
）

〔
注
〕 

鼻は
な

白じ
ろ

ん
だ　

 　

圧あ
っ

倒と
う

さ
れ
て
心
が
ひ
る
ん
だ
。

 

黒く
ろ

田だ

さ
ん　

 　

清
澄
が
幼
い
頃こ

ろ

か
ら
世
話
に
な
っ
て
い
る
、
父
の
友
人
。

 

宮み
や

多た　

 　

清
澄
の
高
校
の
同
級
生
。

＊

⑸
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〔
問
5
〕　

で
も
「
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
か
。」
と
僕
は
訊た

ず

ね
な
い
し
、
母
も
け
っ
し
て
僕 

の
ほ
う
を
見
な
い
。
と
あ
る
が
、
清
澄
が
「
訊
ね
な
い
」
わ
け
と
し
て
最
も

適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア
　
母
は
風
邪
を
悪
化
さ
せ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
ま
り
心
配
し
て
い
な
い
し
、
ド

レ
ス
作
り
を
認
め
て
く
れ
な
い
こ
と
に
清
澄
は
不
満
を
感
じ
て
い
る
か
ら
。

イ
　
母
は
意
地
っ
張
り
で
あ
か
ら
さ
ま
に
心
配
さ
れ
る
こ
と
を
好
ま
な
い
し
、
口
に

出
さ
な
く
て
も
心
配
す
る
気
持
ち
は
伝
わ
る
と
清
澄
は
考
え
て
い
る
か
ら
。

ウ
　
母
が
咳
を
し
て
い
る
の
は
い
つ
も
の
こ
と
だ
し
、
話
し
か
け
て
引
き
留
め
る
と

母
と
紺
野
が
口
論
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
清
澄
は
心
配
し
て
い
る
か
ら
。

エ
　
母
が
本
当
は
ド
レ
ス
の
仕
上
が
り
を
気
に
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
だ
し
、
こ
の

場
に
留
ま
っ
て
口
出
し
を
さ
れ
る
の
は
嫌
だ
と
清
澄
は
思
っ
て
い
る
か
ら
。

〔
問
6
〕　

僕
は
刺
繍
を
や
め
な
か
っ
た
。
だ
け
ど
、
友
だ
ち
は
残
っ
た
。
と
あ
る
が
、 

こ
の
表
現
か
ら
読
み
取
れ
る
清
澄
の
様
子
に
最
も
近
い
の
は
、
次
の
う
ち
で

は
ど
れ
か
。

ア
　
友
だ
ち
が
で
き
た
こ
と
で
、
趣
味
に
つ
い
て
共
に
語
り
あ
う
こ
と
の
楽
し
さ
を

知
り
、
よ
り
会
話
を
弾
ま
せ
る
た
め
多
く
の
趣
味
を
も
と
う
と
し
て
い
る
。

イ
　
友
だ
ち
が
で
き
た
こ
と
で
、
自
分
の
刺
繍
が
人
を
感
動
さ
せ
る
こ
と
を
知
り
、

よ
り
評
価
さ
れ
る
た
め
に
技
術
を
磨
き
た
い
と
願
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

ウ
　
友
だ
ち
が
で
き
た
こ
と
で
、
自
分
の
好
き
な
こ
と
を
偽い
つ
わ

る
必
要
は
な
い
と
考

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
自
分
に
自
信
を
も
て
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

エ
　
友
だ
ち
が
で
き
た
こ
と
で
、
無
理
し
て
周
囲
に
合
わ
せ
る
の
は
す
ご
く
さ
び
し

い
行
為
だ
と
気
づ
き
、
ひ
と
り
で
も
刺
繍
を
続
け
よ
う
と
決
意
し
て
い
る
。

⑷⑸

〔
問
3
〕　

姉
は
き
っ
と
こ
の
人
の
こ
う
い
う
と
こ
ろ
を
好
き
に
な
っ
た
ん
だ
ろ
う
。 

と
あ
る
が
、
清
澄
か
ら
見
た
紺
野
の
人
物
像
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
の

は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア
　
全
く
興
味
が
な
い
こ
と
で
も
興
味
が
あ
る
ふ
り
を
し
て
く
れ
、
表
面
上
は
楽
し

く
会
話
を
続
け
て
く
れ
る
愛あ
い

想そ

の
い
い
人
物
。

イ
　
相
手
が
高
校
生
で
あ
っ
て
も
好
奇
心
を
素
直
に
表
現
し
、
し
っ
か
り
向
き
合
っ

て
真し
ん

剣け
ん

に
話
を
聞
い
て
く
れ
る
誠
実
な
人
物
。

ウ
　
質
問
一
つ
す
る
に
も
言
葉
を
慎し

ん

重ち
ょ
う

に
選
ん
で
発
言
し
、
婚
約
者
の
家
族
に
対

し
て
節
度
を
も
っ
て
接
す
る
礼れ

い

儀ぎ

正
し
い
人
物
。

エ
　
口
に
出
さ
な
く
て
も
何
か
に
思
い
悩
む
様
子
を
敏び

ん

感か
ん

に
察
知
し
、
示し

唆さ

に
富
む

話
を
さ
り
げ
な
く
し
て
く
れ
る
優や

さ

し
い
人
物
。

〔
問
4
〕　

輪
郭
を
よ
り
く
っ
き
り
と
し
た
も
の
に
し
た
く
て
、
も
う
一
度
口
に
出
し

た
。
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
輪
郭
を
よ
り
く
っ
き
り
と
し
た
も
の
に
」

す
る
と
は
ど
う
す
る
こ
と
か
。
五
十
字
以
上
六
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。
な

お
、
や

や

な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
一
字
と
数
え
よ
。

⑵⑶
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〔
問
7
〕　
本
文
の
内
容
や
表
現
に
つ
い
て
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
　
方
言
で
話
す
紺
野
に
対
し
て
清
澄
は
常
に
敬
語
を
用
い
て
お
り
、
新
し
い
家
族

と
の
関
係
に
戸
惑
う
清
澄
の
様
子
が
象
徴
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

イ
　
文
の
中
断
が
多
用
さ
れ
て
お
り
、
お
互
い
を
思
い
や
る
あ
ま
り
本
音
を
伝
え
合

う
こ
と
が
で
き
な
い
家
族
の
状
況
が
比
喩
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

ウ
　
刺
繍
の
専
門
的
な
話
が
挿そ
う

入に
ゅ
う

さ
れ
て
お
り
、
周
囲
と
の
関
係
を
遮し

ゃ

断だ
ん

し
て
趣

味
に
打
ち
込
も
う
と
い
う
清
澄
の
決
意
が
明
確
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

エ
　
清
澄
の
一い
ち

人に
ん

称し
ょ
う

で
回
想
を
交
え
な
が
ら
描
か
れ
て
お
り
、
揺ゆ

れ
動う

ご

き
な
が
ら

も
自
分
自
身
を
見
つ
め
る
清
澄
の
心
情
が
詳
細
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
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は
、
自
ら
が
属
す
る
産
業
分
野
を
育
む
と
同
時
に
、
四
半
期
決
算
で
収
支
を
問
わ 

れ
る
厳
し
い
世
界
に
生
き
る
上
で
役
立
つ
何
か
を
必
要
と
し
て
い
ま
す
。「
政
治
家
・ 

行
政
官
」
は
、
配
分
し
た
予
算
に
対
す
る
効
果
、
社
会
還か

ん

元げ
ん

、
国
際
的
立
場
に
強 

い
関
心
を
持
っ
て
い
ま
す
。

今
、
ど
の
セ
ク
タ
ー
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う

こ
と
に
意
識
的
で
な
い
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
食
い
違
っ
た
も
の
に
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
受
け
手
の
分ぶ
ん

析せ
き

が
不
十
分
な
場
合
で
す
。
た
と
え
ば
、 

新
し
い
科
学
技
術
が
生
ま
れ
た
時
、
一
般
市
民
は
そ
の
危
険
性
や
悪
用
を
気
に
し
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
科
学
者
た
ち
は
そ
の
技
術
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
る
恩
恵

の
話
ば
か
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
科
学
者
は
こ
の
時
、
無
意
識
の
う
ち
に
、
行

政
官
に
対
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。

ま
ず
、
こ
こ
で
ひ
と
つ
大
切
な
こ
と
を
確か
く

認に
ん

し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ 

れ
は
、
科
学
そ
の
も
の
に
価
値
が
あ
ら
か
じ
め
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と

い
う
こ
と
で
す
。
科
学
は
客
観
的
で
普ふ

遍へ
ん

的て
き

で
す
。
し
た
が
っ
て
、
科
学
に
は
人
類

普
遍
の
絶
対
的
価
値
が
あ
る
、
と
「
科
学
の
側
」
は
信
じ
切
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い

の
で
す
。
し
か
し
、
価
値
と
は
、
そ
の
言
葉
の
意
味
か
ら
し
て
主
観
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。 

科
学
は
う
ま
く
い
く
道
具
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
と
価
値
と
は
話
が
別
な
の
で

す
。
科
学
の
価
値
は
、
一
般
市
民
と
と
も
に
、
人
類
が
合
意
し
て
作
り
上
げ
て
い
く

も
の
で
す
。

「
科
学
の
側
」
と
「
一
般
市
民
」
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
、
ま
ず
一
番

大
切
な
の
は
、
受
け
手
の
徹て
っ

底て
い

的て
き

な
分
析
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
さ
て
、
ど

ち
ら
が
受
け
手
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
両
方
で
す
。
科
学
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
に
お
い
て
は
、「
科
学
の
側
」
も
「
一
般
市
民
」
も
、
ど
ち
ら
も
送
り
手
で
あ
り
、

＊

⑵

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
。）

科
学
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
本
来
の
目
的
の
ひ
と
つ
は
、
世
の
中
を
一
つ
の

チ
ー
ム
に
す
る
こ
と
だ
と
、
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
世
の
中
を
「
科
学

の
側
」
と
「
そ
う
で
な
い
側
」
に
セ
ク
タ
ー
分
け
す
る
の
は
本
意
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
で
す
が
、
現
状
や
実
態
を
整
理
し
て
把は

握あ
く

す
る
た
め
に
、
あ
え
て
単
純
化
す
る

こ
と
に
し
ま
す
。

ま
ず
「
科
学
の
側
」
で
す
。
こ
れ
を
、
科
学
の
学
術
的
な
知
識
を
生
産
す
る
グ

ル
ー
プ
だ
と
考
え
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
い
わ
ゆ
る
科
学
者
た
ち
の
こ
と
で
す
。
し 

か
し
な
が
ら
、
こ
れ
と
て
一
枚
岩
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
専
門
が
細
か
く
分
か
れ
て
し

ま
っ
た
現
代
で
は
、
あ
る
分
野
の
専
門
家
も
、
他
の
分
野
に
お
い
て
は
、
一
般
市
民

と
変
わ
る
こ
と
の
な
い
非
専
門
家
に
過
ぎ
な
い
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
す
。

一
方
の
「
そ
う
で
な
い
側
」
に
は
ど
ん
な
人
た
ち
が
い
る
で
し
ょ
う
か
。
こ
ち
ら

に
は
、「
一
般
市
民
」「
産
業
界
」「
政
治
家
・
行
政
官
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
か
な

り
乱
暴
な
分
類
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ら
は
、
人
が
何
か
の
価
値
判
断
を
す
る

時
に
、「
無
意
識
に
帰
属
し
て
し
ま
っ
て
い
る
価
値
観
の
グ
ル
ー
プ
」
程
度
の
意
味

に
考
え
て
く
だ
さ
い
。
属
す
る
セ
ク
タ
ー
は
時
々
刻
々
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
仕
事

場
と
家
で
は
違
う
セ
ク
タ
ー
に
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
セ
ク
タ
ー
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
論
理
と
価
値
観
を
持
っ
て
い
ま
す
。

「
科
学
の
側
」
の
興
味
は
、
自
然
に
関
す
る
真
理
を
探
究
す
る
こ
と
で
す
。「
一
般 

市
民
」
の
関
心
は
、
生
命
・
環
境
・
幸
福
・
平
和
な
ど
で
す
が
、
こ
れ
ら
は
安
全
や

安
心
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
不
安
心
理
と
密
接
に
関
係
し
て
い
ま
す
。「
産
業
界
」

3

⑴

＊
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そ
れ
で
も
、
日
本
に
お
け
る
科
学
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
考
え
る
時
、
無
関
心

層
と
い
か
に
共
感
し
、
価
値
観
を
と
も
に
し
て
ゆ
く
か
が
重
要
な

か
ぎ

と
な
る
と
考
え

て
、
お
そ
ら
く
大
き
な
間
違
い
は
な
い
で
し
ょ
う
。
日
本
の
科
学
は
無
関
心
の
海 

に
溺お

ぼ

れ
て
い
る
の
で
す
。

で
は
、
そ
う
い
っ
た
無
関
心
層
と
の
間
に
必
要
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
何

で
し
ょ
う
か
。

す
べ
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
＝
広
い
意
味
で
の
情
報
」
を

や
り
と
り
し
て
い
ま
す
。
広
い
意
味
で
の
情
報
と
は
、
五
感
を
通
じ
て
知
覚
可
能
な

外
界
か
ら
の
刺
激
の
す
べ
て
を
指
し
ま
す
。
そ
れ
は
言
語
的
な
情
報
だ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
声
の
調
子
、
表
情
、
身
振
り
、
そ
の
時
の
日
差
し
、
ど
こ
か
ら
か
聞
こ
え
る 

鳥
の
声
、
相
手
の
背
後
に
見
え
る
大
き
な
ケ
ヤ
キ
の
樹き

な
ど
、
い
ろ
い
ろ
あ
る
の
で

す
。
そ
う
い
っ
た
情
報
の
多
く
は
、
意
識
さ
れ
る
こ
と
す
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

で
す
が
、
そ
の
広
い
意
味
で
の
情
報
を
や
り
と
り
し
た
結
果
、
伝
わ
る
も
の
が
何

か
を
考
え
る
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
大
ま
か
に
二
種
類
に
分
け
る
こ
と
が
で

き
る
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
一
つ
め
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
伝
わ
る
も
の
が
、
狭
い
意
味

で
の
情
報
の
場
合
で
す
。
狭
い
意
味
で
の
情
報
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
コ
ン
ピ
ュ
ー 

タ
ー
の
デ
ー
タ
と
し
て
扱
え
る
も
の
で
す
。
言
語
は
も
ち
ろ
ん
、
映
像
や
音
な
ど
、

何
ら
か
の
形
で
デ
ー
タ
と
し
て
記
録
に
残
せ
る
も
の
す
べ
て
で
す
。
こ
う
し
た
狭
い

意
味
で
の
情
報
を
扱
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
「
情
報
伝
達
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

も
う
一
つ
は
、
伝
わ
る
も
の
が
そ
れ
以
外
、
狭
い
意
味
で
の
情
報
以
外
の
場
合
で

す
。
そ
れ
は
、
現
在
の
人
類
の
能
力
で
は
デ
ー
タ
の
形
に
表
す
こ
と
が
で
き
な
い
も

⑶

⑷

同
時
に
、
受
け
手
で
も
あ
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
科
学
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
考
え
よ
う
と
す
る
な
ら
、「
人
間
と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
」「
科
学
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
」
と
い
う
二

つ
の
問
い
に
挑
み
、「
一
般
市
民
」
と
「
科
学
の
側
」
を
徹
底
的
に
分
析
し
な
け
れ

ば
い
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
般
市
民
と
科
学
と
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
で
す
が
、
こ
れ
は
国
に
よ
っ
て
若じ
ゃ
っ

干か
ん 

の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
が
あ
る
よ
う
で
す
。
米
国
の
民
営
科
学
博
物
館
・
エ
ク
ス 

プ
ロ
ラ
ト
リ
ア
ム
の
副
館
長
、
ロ
バ
ー
ト
・
セ
ン
パ
ー
に
よ
る
と
、
科
学
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
必
要
と
さ
れ
る
要
素
と
し
て
、
欧お

う

州し
ゅ
う

で
は
「
対
話
」、
米
国
で
は
「
理 

解
」、
日
本
で
は
「
関
心
」
が
挙
げ
ら
れ
る
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
に
は
、
歴
史
的
経け

い

緯い 

が
大
き
く
影
響
し
て
い
ま
す
。
欧
州
で
は
宗
教
や
人
文
主
義
に
根
ざ
す
反
科
学
的 

思
想
が
あ
り
、
米
国
で
は
キ
リ
ス
ト
教
根
本
主
義
に
よ
る
進
化
論
の
否
定
な
ど
の 

非
科
学
が
根
強
く
存
在
す
る
一
方
、
日
本
の
傾
向
と
し
て
は
科
学
そ
の
も
の
へ
の
関

心
の
低
さ
が
あ
り
ま
す
。
反
科
学
と
の
「
対
話
」、
非
科
学
に
対
す
る
「
教
育
」、 

無
関
心
層
と
の
「
共
感
」。
科
学
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
必
要
と
さ
れ
る
機
能
は

国
や
地
域
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

こ
う
し
た
見
方
は
、
統
計
的
調
査
に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

そ
の
上
、
ど
の
国
に
も
そ
れ
ぞ
れ
多
様
な
人
々
が
い
ま
す
。
ま
た
、
日
本
人
に
対
し

て
、
安
易
に
「
無
関
心
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
ま
し
た
が
、
こ
の
言
い
方
は
少
々

デ
リ
カ
シ
ー
が
な
さ
過
ぎ
ま
す
。
実
際
に
は
程
度
と
あ
り
よ
う
が
違
う
だ
け
で
、
関

心
が
ゼ
ロ
の
人
な
ど
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
日
本
語
に
は
「
な
さ
過
ぎ
る
」
と
い
う
不

思
議
な
表
現
も
あ
る
ぐ
ら
い
な
の
で
、「
無
関
心
」
と
い
う
言
葉
は
「
関
心
が
低
い
」

と
い
う
程
度
の
意
味
に
と
っ
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

＊

＊

＊

＊
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科
学
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
米
国
の
よ
う
に
「
教
育
」
を
し
た
い
の

で
あ
れ
ば
、
情
報
伝
達
の
機
能
だ
け
で
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
可
能
で
し
ょ
う
。 

最
新
の
科
学
の
知
見
と
い
う
「
情
報
」
を
、
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
こ
と
が
教
育
の

主
た
る
目
的
だ
か
ら
で
す
。
あ
る
い
は
、
欧
州
の
よ
う
に
「
対
話
」
を
し
よ
う
と
す

る
場
合
で
も
、
情
報
伝
達
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
十
分
に
可
能
で
し
ょ
う
。
お

互
い
の
意
見
と
そ
の
違
い
と
い
う
「
情
報
」
を
し
っ
か
り
と
吟ぎ
ん

味み

す
る
こ
と
か
ら
対

話
は
始
ま
る
か
ら
で
す
。

し
か
し
、
日
本
に
お
い
て
必
要
な
の
は
、
無
関
心
層
と
の
「
共
感
」
で
あ
り
、
価

値
観
の
「
共
有
」
で
す
。
こ
の
場
合
、
情
報
伝
達
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
だ
け
で

は
役
に
立
ち
ま
せ
ん
。
日
本
で
は
、
科
学
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
共
感
・
共
有
の

機
能
が
不
可
欠
な
の
で
す
。（

岸
田
一
隆
「
科
学
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
に
よ
る
）

〔
注
〕 

セ
ク
タ
ー
　 

　
分
野
。
部
門
。

 

四
半
期
決
算

　 

　
企き

業ぎ
ょ
う

が
三
ヶ
月
に
一
度
決
算
を
行
い
、
開
示
す
る
こ
と
。

 

エ
ク
ス
プ
ロ
ラ
ト
リ
ア
ム
　 

　
米
国
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
あ
る
科
学

博
物
館
。

 

人
文
主
義
　 

　
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
古
典
研
究
に
よ
り
普
遍
的
な
教
養

を
身
に
つ
け
、
人
間
性
の
回
復
を
め
ざ
し
た
運
動
、
立
場
。

 

根
本
主
義
　 

　
根
本
と
な
る
決
ま
り
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
考
え
方
や

運
動
。

 
デ
リ
カ
シ
ー

　 

　
感
覚
や
感
情
の
こ
ま
や
か
さ
。

の
で
す
。
感
情
、
倫り

ん

理り

、
規き

範は
ん

、
価
値
観
な
ど
で
す
。
こ
う
い
っ
た
も
の
も
、
そ
の

具
体
的
な
内
容
を
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

私
た
ち
は
そ
れ
ら
を
何
と
か
し
て
言
葉
に
し
よ
う
と
努
力
し
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、 

い
っ
た
ん
言
葉
に
し
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
ら
は
た
だ
ち
に
狭
い
意
味
で
の
情
報
に

な
っ
て
し
ま
う
の
が
難
し
い
と
こ
ろ
な
の
で
す
。
こ
う
い
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

を
「
共
感
・
共
有
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。「
情

報
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
に
対
す
る
、「
こ
こ
ろ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」

だ
と
考
え
て
も
結
構
で
す
。
共
感
と
共
有
を
分
け
た
こ
と
に
は
、
そ
れ
な
り
の
意
味

が
あ
り
ま
す
。
共
感
す
る
の
は
感
情
、
共
有
す
る
の
は
倫
理
・
規
範
・
価
値
観
な
ど

で
す
。

こ
こ
で
誤
解
の
な
い
よ
う
に
、「
価
値
観
の
共
有
」
と
い
う
言
葉
が
ど
の
よ
う
な

意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ 

は
け
っ
し
て
、
価
値
観
を
同
じ
く
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
価
値
観
が

伝
わ
る
、
感
じ
る
、
わ
か
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
そ
の
価
値
観
に
同
意
す
る

か
ど
う
か
は
、
ま
た
別
の
問
題
で
す
。
共
感
に
つ
い
て
も
同
様
で
す
。
た
と
え
ば
、

ド
ラ
マ
の
登
場
人
物
の
気
持
ち
や
感
じ
方
が
、
自
分
の
こ
と
の
よ
う
に
わ
か
る
こ
と

を
共
感
と
い
い
ま
す
。
こ
の
場
合
も
、
必
ず
し
も
、
そ
の
人
物
の
気
持
ち
に
同
意
す

る
必
要
は
な
い
の
で
す
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
「
情
報
伝
達
」
と
「
共
感
・
共
有
」
に
分
け
ま
し
た
が
、 

ど
ん
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
そ
の
二
つ
の
要
素
を
同
時
に
持
っ
て
い
る
こ
と
が

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
ど
ち
ら
に
重
き

を
置
く
か
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
　
《

　
　
中
略

　
　
》

⑸
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〔
問
3
〕　
日
本
の
科
学
は
無
関
心
の
海
に
溺お

ぼ

れ
て
い
る
の
で
す
。
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
　
日
本
の
科
学
は
関
心
が
低
い
人
た
ち
の
層
に
迎
合
せ
ず
独
自
に
専
門
性
を
高
め

て
い
る
と
い
う
こ
と
。

イ
　
日
本
の
科
学
は
関
心
が
低
い
人
た
ち
の
層
を
巻
き
込
み
発
展
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
。

ウ
　
日
本
は
科
学
に
関
心
が
低
い
人
た
ち
の
層
に
大
半
を
占し

め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
。

エ
　
日
本
は
科
学
に
関
心
が
低
い
人
た
ち
の
層
を
利
用
し
て
産
業
を
育
ん
で
い
る
と

い
う
こ
と
。

〔
問
4
〕　
で
す
が
、
そ
の
広
い
意
味
で
の
情
報
を
や
り
と
り
し
た
結
果
、
伝
わ
る
も

の
が
何
か
を
考
え
る
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
大
ま
か
に
二
種
類
に
分

け
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
言
う
「
二
種
類
に

分
け
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
七
十
字
以
上
八
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。 

な
お
、
や

や

な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
一
字
と
数
え
よ
。

⑶⑷

〔
問
1
〕　「
科
学
の
側
」
と
「
そ
う
で
な
い
側
」
の
内
容
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切

な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア
　「
科
学
の
側
」
と
は
、
科
学
の
学
術
的
な
知
識
を
作
っ
て
い
る
科
学
者
た
ち
の

こ
と
で
、
自
然
に
関
す
る
真
理
を
探
究
し
て
い
る
グ
ル
ー
プ
。

イ
　「
科
学
の
側
」
と
は
、
科
学
に
お
け
る
分
野
が
細
か
く
分
か
れ
て
い
る
専
門
家

た
ち
の
こ
と
で
、
分
野
を
越
え
協
力
し
合
っ
て
い
る
グ
ル
ー
プ
。

ウ
　「
そ
う
で
な
い
側
」
と
は
、
一
般
市
民
、
産
業
界
、
政
治
家
・
行
政
官
な
ど
の

こ
と
で
、
意
識
的
に
帰
属
し
価
値
観
を
共
有
し
て
い
る
グ
ル
ー
プ
。

エ
　「
そ
う
で
な
い
側
」
と
は
、
生
命
・
環
境
・
幸
福
・
平
和
に
関
心
の
あ
る
一
般

市
民
の
こ
と
で
、
日
常
に
安
心
し
き
っ
て
い
る
グ
ル
ー
プ
。

〔
問
2
〕　
そ
れ
は
、
科
学
そ
の
も
の
に
価
値
が
あ
ら
か
じ
め
存
在
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
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
　
科
学
は
、
科
学
者
の
技
術
に
よ
り
、
人
類
普
遍
の
絶
対
的
価
値
を
生
み
だ
す
が
、 

行
政
官
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
必
要
に
な
る
と
い
う
こ
と
。

イ
　
科
学
は
、
便
利
な
道
具
か
も
し
れ
な
い
が
、
人
類
普
遍
の
絶
対
的
価
値
は
な
く
、 

一
般
市
民
と
合
意
し
て
作
り
上
げ
て
い
く
も
の
だ
と
い
う
こ
と
。

ウ
　
科
学
は
、
客
観
的
で
普
遍
的
で
あ
り
、
絶
対
的
価
値
が
あ
る
と
科
学
者
は
信
じ

て
い
る
が
、
一
般
市
民
は
初
め
か
ら
合
意
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
。

エ
　
科
学
は
、
科
学
者
が
新
し
い
技
術
に
よ
る
恩
恵
を
受
け
て
も
、
一
般
市
民
に
は

関
係
は
な
く
、
人
類
普
遍
の
絶
対
的
価
値
が
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
。

⑴⑵
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〔
問
7
〕　

本
文
の
内
容
と
構
成
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
の
う
ち
、
最
も
適
切
な
の

は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア
　
日
本
に
お
け
る
「
科
学
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
に
つ
い
て
、「
科
学
の
側
」
と 

「
そ
う
で
な
い
側
」
の
意
見
を
挙
げ
、「
一
般
市
民
」
側
か
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
方
法
に
つ
い
て
言
及
し
、
日
本
の
特と

く

殊し
ゅ

性せ
い

を
述
べ
て
い
る
。

イ
　
日
本
に
お
け
る
「
科
学
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
に
つ
い
て
、「
科
学
の
側
」
と 

「
そ
う
で
な
い
側
」
の
定
義
を
示
し
、「
一
般
市
民
」
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
方
法
に
つ
い
て
言
及
し
、
世
界
と
日
本
と
の
同
一
性
を
述
べ
て
い
る
。

ウ
　
日
本
に
お
け
る
「
科
学
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
に
つ
い
て
、「
科
学
の
側
」
と 

「
そ
う
で
な
い
側
」
の
対
比
を
し
、「
一
般
市
民
」
側
か
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
方
法
に
つ
い
て
言
及
し
、「
情
報
」
の
あ
り
方
を
述
べ
て
い
る
。

エ
　
日
本
に
お
け
る
「
科
学
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
に
つ
い
て
、「
科
学
の
側
」
と 

「
そ
う
で
な
い
側
」
の
例
を
示
し
、「
一
般
市
民
」
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

の
方
法
に
つ
い
て
言
及
し
、「
共
感
・
共
有
」
の
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
。

〔
問
5
〕　

こ
こ
で
誤
解
の
な
い
よ
う
に
、「
価
値
観
の
共
有
」
と
い
う
言
葉
が
ど
の

よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
と
あ
る
が
、「
価
値
観
の
共
有
」
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
　
相
手
の
気
持
ち
や
感
じ
方
に
同
意
す
る
と
い
う
こ
と
。

イ
　
相
手
と
自
分
の
考
え
に
優
劣
を
つ
け
る
と
い
う
こ
と
。

ウ
　
相
手
と
同
調
し
て
そ
の
人
に
な
り
き
る
と
い
う
こ
と
。

エ
　
相
手
の
物
事
へ
の
判
断
基
準
が
わ
か
る
と
い
う
こ
と
。

〔
問
6
〕　

本
文
中
に
出
て
く
る
「
科
学
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
に
つ
い
て
、
次
の

①
か
ら
⑤
は
そ
れ
ぞ
れ
Ａ
「
米
国
」、
Ｂ
「
欧
州
」、
Ｃ
「
日
本
」
の
ど
の
国

の
科
学
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
当
て
は
ま
る
か
。
そ
の
組
み
合
わ
せ
と
し

て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

①　

価
値
観
の
「
共
有
」

②　

非
科
学
に
対
す
る
「
教
育
」

③　

無
関
心
層
と
の
「
共
感
」

④　

反
科
学
と
の
「
対
話
」

⑤　

科
学
の
知
見
と
い
う
「
情
報
」

ア
　
Ａ　

②
と
⑤　

Ｂ　

④
と
⑤　

Ｃ　

①
と
③
と
⑤　

イ
　
Ａ　

②
と
④　

Ｂ　

③
と
⑤　

Ｃ　

①
と
⑤

ウ
　
Ａ　

①
と
③　

Ｂ　

④
と
⑤　

Ｃ　

②
と
⑤

エ
　
Ａ　

②
と
⑤　

Ｂ　

①
と
⑤　

Ｃ　

③
と
④
と
⑤

⑸
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る
よ
う
で
す
。
胡
蝶
巻
と
い
う
の
は
、
光ひ

か
る

源げ
ん

氏じ

が
築
い
た
六
条
院
の
春
の
御ご

殿て
ん

が

舞
台
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
女
主
人
で
あ
る
紫

む
ら
さ
き

の
上う

え

が
龍り

ゅ
う

頭と
う

鷁げ
き

首し
ゅ

の
船
を 

池
に
浮
か
べ
て
船
楽
を
催
し
、
そ
こ
に
秋あ

き

好こ
の
む

中ち
ゅ
う

宮ぐ
う

付
き
の
女に

ょ
う

房ぼ
う

を
招
待
し
、 

春
の
す
ば
ら
し
さ
を
こ
れ
で
も
か
と
見
せ
つ
け
る
趣し

ゅ

向こ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。

見
物
に
や
っ
て
き
た
女
房
た
ち
は
た
だ
も
う
う
っ
と
り
と
し
て
、
本
来
は
ラ
イ
バ

ル
で
あ
る
は
ず
の
春
の
御
殿
を
讃た
た

え
る
和
歌
を
詠え

い

じ
て
し
ま
い
ま
す
（
こ
れ
は
秋
の

敗
北
を
意
味
し
ま
す
）。
そ
の
最
後
の
歌
こ
そ
が
、

春
の
日
の
う
ら
ら
に
さ
し
て
い
く
船
は
棹さ

お

の
し
づ
く
も
花
ぞ
散
り
け
る

で
し
た
。
一
見
し
た
だ
け
で
、「
花
」
の
一
番
の
歌
詞
と
類る

い

似じ

し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
ね
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
『
源
氏
物
語
』
の
研
究
者
と
し
て
名
高
い
玉た

ま

上が
み

琢た
く

彌や

氏
が
胡
蝶
巻
の
解
説
の
中
で
、

滝
廉
太
郎
の
作
曲
で
今
も
歌
わ
れ
る
「
花
」
の
作
詞
は
武
島
羽
衣
だ
が
「
春
の

う
ら
ら
の
隅
田
川
、
上
り
下
り
の
舟
人
が
、
か
い
の
し
づ
く
も
花
と
散
る
、
な

が
め
を
何
に
た
と
ふ
べ
き
」
は
、
こ
の
歌
に
よ
っ
た
の
で
あ
る
。

（『
源
氏
物
語
評
釈
五
』
二
二
四
頁
）

と
指し

摘て
き

し
て
い
ま
す
。「
う
ら
ら
」
は
珍め

ず
ら

し
い
表
現
で
す
が
、
胡
蝶
巻
と
一い

っ

致ち

し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
む
し
ろ
『
源
氏
物
語
』
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
の
証
拠
に
な
り
そ

う
で
す
。

唯ゆ
い

一い
つ

、｢

棹
の
し
づ
く
」
が
「
櫂
の
し
づ
く
」
に
変
わ
っ
て
い
ま
す
。「
櫂
」
の 

＊

＊

⑶

＊

次
の
Ａ
は
、「
花
」
に
関
す
る
文
章
で
あ
り
、
Ｂ
は
本
文
中
で
引
用
さ
れ
て
い

る
「
源
氏
物
語
」
胡こ

蝶
ち
ょ
う
の

巻ま
き

の
原
文
で
あ
る
。

で
囲
っ
た
文
章
は
Ｂ
の
現 

代
語
訳
で
あ
る
。
こ
れ
ら
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
。）

Ａ
滝た

き

廉れ
ん

太た

郎ろ
う

作
曲
の
「
花
」
が
で
き
た
の
は
明
治
三
十
三
年
の
こ
と
で
し
た
。
作
詞

は
、
大
学
教
授
で
歌
人
の
武た

け

島し
ま

羽は

衣ご
ろ
も

が
担
当
し
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
は
春
の

「
花
」、
夏
の
「
納の

う

涼り
ょ
う

」、
秋
の
「
月
」、
冬
の
「
雪
」
の
四
部
作
で
あ
り
、
組
歌
『
四 

季
』
の
第
一
曲
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。
た
だ
し
「
花
」
だ
け
単
独
で
歌
わ
れ

る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。
そ
の
一
番
の
歌
詞
は
、

春
の
う
ら
ら
の
隅す

み

田だ

川が
わ　

　

の
ぼ
り
く
だ
り
の
舟
人
が

櫂か
い

の
し
づ
く
も
花
と
散
る　

な
が
め
を
何
に
た
と
ふ
べ
き

と
な
っ
て
い
ま
す
。
の
ど
か
な
隅
田
川
の
春
の
光
景
が
、
七
五
調
で
見
事
に
描
写 

さ
れ
て
い
ま
す
ね
。「
う
ら
ら
」
は
「
う
ら
ら
か
」
で
す
。
間
違
い
や
す
い
の
は
「
舟 

人
が
」
の
「
が
」
で
す
。
こ
れ
は
主
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
舟
人
の
（
手
に
し
て

い
る
）
櫂
」
と
続
き
ま
す
。
ま
た
末
尾
の
「
べ
き
」
は
、
上
の
「
何
に
」
と
呼
応
し

て
、
反
語
の
意
味
（
何
に
も
喩た

と

え
ら
れ
な
い
）
を
表
し
て
い
ま
す
。「
か
・
や
」
の

省
略
と
す
る
と
わ
か
り
や
す
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
明
治
と
い
い
な
が
ら
、
文
体 

は
古
文
そ
の
も
の
で
す
ね
。

実
は
こ
の
歌
詞
に
は
、
ど
う
や
ら
『
源
氏
物
語
』
胡
蝶
巻
が
下
敷
き
に
な
っ
て
い

4

⑴

⑵
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Ｂ
中
島
の
入い

り

江え

の
岩い

は

蔭か
げ

に
さ
し
寄
せ
て
見
れ
ば
、
は
か
な
き
石
の
た
た
ず
ま
ひ
も
、

た
だ
絵
に
描か

い
た
ら
む
や
う
な
り
。
こ
な
た
か
な
た
霞か

す

み
あ
ひ
た
る
梢こ

ず
ゑ

ど
も
、

錦
を
引
き
わ
た
せ
る
に
、
御お

前ま
へ

の
方か

た

は
は
る
ば
る
と
見
や
ら
れ
て
、
色
を
増
し 

た
る
柳や

な
ぎ

枝
を
垂た

れ
た
る
、
花
も
え
も
い
は
ぬ
匂
ひ
を
散
ら
し
た
り
。
他ほ

所か

に 

は
盛さ

か

り
す
ぎ
た
る
桜
も
、
今
盛
り
に
ほ
ほ
笑ゑ

み
、
廊
を
繞め

ぐ

れ
る
藤ふ

じ

の
色
も
、
こ 

ま
や
か
に
ひ
ら
け
ゆ
き
に
け
り
。
ま
し
て
池
の
水
に
影
を
う
つ
し
た
る
山や

ま

吹ぶ
き

、 

岸
よ
り
こ
ぼ
れ
て
い
み
じ
き
盛
り
な
り
。

船
を
中
島
の
入
江
の
岩
陰
に
漕こ

ぎ
寄よ

せ
て
あ
た
り
を
見
る
と
、
さ
り
げ
な
い

立
石
の
風ふ

情ぜ
い

も
ま
る
で
絵
に
描
い
て
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
あ
ち
ら
こ
ち

ら
に
ど
こ
も
霞
ん
で
い
る
木
の
枝
々
も
錦
を
一
面
に
張
り
わ
た
し
た
よ
う
で

あ
る
が
、
お
庭
前
の
ほ
う
は
遠
く
ま
で
ず
っ
と
見
や
る
こ
と
が
で
き
て
、 

緑
が
増
し
た
柳
が
枝
を
垂
れ
、
花
も
な
ん
と
も
い
え
ぬ
い
い
匂
い
を
た
だ
よ

わ
せ
て
い
る
。
よ
そ
で
は
盛
り
が
過
ぎ
た
桜
も
、
こ
こ
で
は
今
を
盛
り
に
笑え

顔が
お

を
見
せ
、
廊
を
取
り
ま
い
て
い
る
藤
の
紫
も
色
濃こ

く
次
々
と
咲さ

き
は
じ
め

て
い
る
。
そ
れ
に
も
ま
し
て
、
池
の
水
に
影
を
映
し
て
い
る
山
吹
は
、
岸
か

ら
こ
ぼ
れ
る
ほ
ど
ま
っ
さ
か
り
で
あ
る
。

（「
源
氏
物
語
」
胡
蝶
巻　
「
日
本
古
典
文
学
全
集
」
に
よ
る
）

方
が
、「
花
の
よ
う
に
散
る
し
ず
く
」
が
た
く
さ
ん
散
る
は
ず
で
す
。
で
も
『
源
氏

物
語
』
で
は
、「
さ
す
」
に
「
日
が
射
す
」
と
「
棹
指
す
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る 

の
で
、
ど
う
し
て
も
技
法
的
に
「
棹
」
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
「
の

ぼ
り
く
だ
り
の
舟
」
そ
の
も
の
が
、「
櫂
」
を
用
い
る
西
洋
的
な
ボ
ー
ト
を
イ
メ
ー
ジ 

し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
し
こ
れ
が
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
の
光
景
だ
と
す
る
と
、 

従
来
想
像
さ
れ
て
い
た
古
風
な
イ
メ
ー
ジ
は
幻
想
だ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
さ 

て
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

つ
い
で
な
が
ら
一
番
だ
け
で
な
く
、
二
番
の
歌
詞
に
あ
る
「
桜
」・「
青あ

お

柳や
ぎ

」
も 

胡
蝶
巻
に
出
て
い
ま
す
。「
あ
け
ぼ
の
」
に
近
い
「
朝
ぼ
ら
け
」、「
夕
ぐ
れ
」
に
近

い
「
暮
れ
」
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
三
番
の
「
錦に

し
き

」
も
同
様
で
す
。
こ
れ
だ
け
用
語

が
一
致
・
類る

い

似じ

し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
武
島
羽
衣
は
『
源
氏
物
語
』
胡
蝶
巻
の
描

写
を
踏
ま
え
て
「
花
」
の
作
詞
に
応
用
し
た
と
い
っ
て
間
違
い
な
さ
そ
う
で
す
。
さ

て
み
な
さ
ん
は
ピ
ン
と
き
ま
し
た
か
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
も
古
典
の
教
養
が
試
さ 

れ
て
い
る
よ
う
で
恐
い
で
す
ね
。

（
吉
海
直
人
「
古
典
歳
時
記
」
に
よ
る
）

〔
注
〕 

龍り
ゅ
う

頭と
う

鷁げ
き

首し
ゅ

の
船　

 　

平
安
時
代
、
貴
人
が
池
な
ど
に
浮
か
べ
、
遊
宴
な
ど 

に
用
い
た
船
。

 

船
楽　

 　

船
上
で
音
楽
を
演
奏
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
音
楽
。

 

春
の
日
の
う
ら
ら
に
さ
し
て
い
く
船
は
棹さ

お

の
し
づ
く
も
花
ぞ
散
り
け
る

 

　

 　

春
の
日
の
う
ら
ら
か
な
な
か
を
の
ど
や
か
に
棹
さ
し
て
ゆ
く
船

は
、
棹
か
ら
し
た
た
る
し
ず
く
も
花
の
よ
う
に
散
る
こ
と
で
し
た
。

⑷

⑸
⑹
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〔
問
4
〕　
「
さ
す
」
に
「
日
が
射
す
」
と
「
棹
指
す
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る　

と 

あ
る
が
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
一
つ
の
言
葉
に
二
つ
の
意
味
が
掛
け
ら
れ

て
い
る
語
を
含ふ

く

む
表
現
が
あ
る
も
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア
　
秋
の
野
に
人
ま
つ
虫
の
声
す
な
り

イ
　
秋
深
き
隣
は
な
に
を
す
る
人
ぞ

ウ
　
ふ
る
さ
と
は
遠
き
に
あ
り
て
思
ふ
も
の

エ
　
大
海
の
磯い
そ

も
と
ど
ろ
に
よ
す
る
波

〔
問
5
〕　

従
来
想
像
さ
れ
て
い
た
古
風
な
イ
メ
ー
ジ　

と
あ
る
が
、「
古
風
な
イ
メ
ー 

ジ
」
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
　
隅
田
川
の
激
し
い
流
れ
に
の
っ
て
、
少
し
で
も
早
く
人
や
荷
物
を
運
ん
で
し
ま

お
う
と
す
る
あ
わ
た
だ
し
い
様
子
。

イ
　
春
の
隅
田
川
の
穏お
だ

や
か
な
流
れ
の
中
を
、
人
々
や
荷
を
の
せ
た
船
が
ゆ
っ
た
り

と
行い

き
交か

う
の
ん
び
り
し
た
様
子
。

ウ 

忙い
そ
が

し
そ
う
に
往
来
す
る
人
や
船
と
、
い
つ
の
時
代
も
変
わ
ら
ず
に
悠
然
と
流
れ 

る
隅
田
川
を
眺
望
し
て
い
る
様
子
。

エ
　
昔
か
ら
絶
え
る
こ
と
な
く
続
く
人
々
の
生
き
方
と
、
四
季
そ
れ
ぞ
れ
に
美
し
い

隅
田
川
の
情
景
を
賛
美
す
る
様
子
。

⑷⑸

〔
問
1
〕　

七
五
調　

と
は
古
典
に
よ
く
見
ら
れ
る
言
葉
の
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
同
じ 

く
七
五
調
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア
　
い
ま
は
昔
竹
取
の
お
き
な
と
い
ふ
者
あ
り
け
り

イ
　
ゆ
く
河
の
流
れ
は
絶
え
ず
し
て
し
か
も
も
と
の
水
に
あ
ら
ず

ウ
　
春
は
あ
け
ぼ
の
や
う
や
う
白
く
な
り
ゆ
く
山や
ま

際ぎ
は

エ
　
ほ
た
る
の
光
ま
ど
の
雪
ふ
み
読
む
月
日
重
ね
つ
つ

〔
問
2
〕　

な
が
ら　

と
あ
る
が
、
こ
れ
と
同
じ
意
味
・
用
法
の
も
の
を
、
次
の
各 

文
の

を
付
け
た
「
な
が
ら
」
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア
　
好
き
な
音
楽
を
聞
き
な
が
ら
試
験
勉
強
を
す
る
。

イ
　
旅
行
先
で
昔
な
が
ら
の
町
並
み
を
歩
く
。

ウ
　
子
ど
も
で
あ
り
な
が
ら
し
っ
か
り
し
て
い
る
。

エ
　
苦
し
か
っ
た
体
験
を
涙な
み
だ

な
が
ら
に
語
る
。

〔
問
3
〕　

春
の
す
ば
ら
し
さ
を
こ
れ
で
も
か
と
見
せ
つ
け
る
趣し

ゅ

向こ
う

に
な
っ
て
い
ま 

す
。
と
あ
る
が
、「
春
の
す
ば
ら
し
さ
」
を
視
覚
以
外
で
表
現
し
て
い
る
部

分
を
、
Ｂ
の
古
文
の
中
か
ら
十
五
字
で
抜
き
出
せ
。

⑴⑵⑶
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〔
問
6
〕　
み
な
さ
ん
は
ピ
ン
と
き
ま
し
た
か
。
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な 

こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア
　「
源
氏
物
語
」
胡
蝶
巻
で
は
「
棹
」
と
あ
る
表
現
が
、「
花
」
で
は
「
櫂
」
と

な
っ
た
こ
と
を
変
だ
と
思
わ
な
い
か
と
い
う
こ
と
。

イ
　「
源
氏
物
語
」
胡
蝶
巻
が
影
響
を
与
え
た
の
は
、「
花
」
の
歌
詞
の
一
番
だ
け 

だ
と
考
え
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
。

ウ
　
教
養
と
し
て
古
典
の
「
源
氏
物
語
」
胡
蝶
巻
が
と
て
も
大
事
だ
と
い
う
こ
と
が
、 

い
さ
さ
か
で
も
理
解
で
き
た
か
と
い
う
こ
と
。

エ
　｢

源
氏
物
語｣

胡
蝶
巻
か
ら
思
い
浮
か
ん
だ
着
想
が
、「
花
」
の
歌
詞
に
応
用
さ

れ
て
い
る
と
す
ぐ
に
わ
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
。

⑹


