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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
。）

　

紙
を
専
門
に
取
り
扱
う
会
社
を
退
職
し
た
神か
み

井い

航こ
う

樹き

は
、
出
版
社
に
再
就
職
し
、
営

業
部
に
配
属
さ
れ
た
。
本
を
書
店
に
置
い
て
も
ら
う
た
め
、
主
要
な
書
店
を
ま
わ
っ
て

営
業
を
す
る
も
の
の
う
ま
く
い
か
な
い
。
注
文
が
取
れ
な
い
ま
ま
会
社
に
戻
る
こ
と
を

た
め
ら
っ
て
い
た
と
き
、
航
樹
は
訪
問
書
店
の
リ
ス
ト
に
載
っ
て
い
な
い
小
さ
な
本
屋
の

存
在
に
気
が
付
い
た
。
い
っ
た
ん
通
り
過
ぎ
た
が
、
思
い
直
し
て
店
の
前
ま
で
戻
っ
た
。

　

開
け
放
た
れ
た
狭
い
出で

入い
り

口ぐ
ち

か
ら
な
か
を
の
ぞ
く
と
、
店
内
は
し
ん
と
し
て
、
客

は
だ
れ
も
い
な
い
。
広
さ
は
せ
い
ぜ
い
二
十
坪つ

ぼ

く
ら
い
。
奥
の
レ
ジ
に
年
配
の
男
が

ち
ん
ま
り
と
座
っ
て
、
む
ず
か
し
そ
う
な
顔
を
し
て
売う

り

上あ
げ

ス
リ
ッ
プ
を
い
じ
っ
て
い

る
。

　

売
上
ス
リ
ッ
プ
と
は
、
店
売
り
の
本
の
ペ
ー
ジ
の
あ
い
だ
に
挟は

さ

み
込
ま
れ
て
い
る

二
つ
折
り
の
カ
ー
ド
で
、
表
面
が
補ほ

充じ
ゅ
う

注
文
伝
票
、
裏
面
が
売
上
カ
ー
ド
に
な
っ

て
い
る
。
本
が
売
れ
た
際
に
レ
ジ
で
店
員
が
抜
き
取
り
、
追
加
注
文
の
際
に
使
っ
た

り
、
ま
と
め
て
出
版
社
に
送
っ
た
り
す
る
。
送
付
し
た
売
上
カ
ー
ド
の
枚
数
に
よ
っ

て
報ほ

う

奨し
ょ
う

金き
ん

を
出
す
出
版
社
も
あ
る
か
ら
だ
。

「
あ
の
ー
。」 

　

航
樹
は
お
そ
る
お
そ
る
声
を
か
け
、
出
版
社
名
を
名
乗
り
、
名
刺
を
差
し
出
し
挨

拶
を
し
た
。

「
う
ち
の
店
に
版
元
の
営
業
が
来
る
な
ん
て
、
明
日
は
雪
に
な
る
ん
じ
ゃ
ね
え
か
。」

　
Ａ

メ
ガ
ネ
を
鼻び

梁り
ょ
う

の
先
に
ず
ら
し
た
店
主
ら
し
き
男
が
、
上う

わ

目め

遣づ
か

い
で
航
樹
を

じ
ろ
り
と
見
た
。

　

冗じ
ょ
う

談だ
ん

の
つ
も
り
か
も
し
れ
な
い
が
、
航
樹
は
笑
う
気
に
な
れ
ず
、「
失
礼
で
す
が
、

店
長
さ
ん
で
す
か
？
」
と
尋た

ず

ね
た
。

「
店
長
さ
ん
も
な
に
も
、
こ
ん
な
小
さ
な
店
、
お
れ
ひ
と
り
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
だ
ろ
。」

次
の
各
文
の　
　

を
付
け
た
漢
字
の
読
み
が
な
を
書
け
。

　

⑴　

彼
は
幼
年
よ
り
秀
才
の
誉
れ
が
高
い
。

　

⑵　

入
念
に
準
備
を
し
て
き
た
の
で
、
発
表
会
の
成
功
は
必
定
だ
。

　

⑶　

自
分
が
住
ん
で
い
る
町
の
沿
革
に
つ
い
て
調
べ
る
。

　

⑷　

彼
女
は
得
心
が
い
っ
た
様
子
で
う
な
ず
い
た
。

　

⑸　

二
人
は
家
賃
を
折
半
し
て
暮
ら
し
て
い
る
。

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　

ど
ん
な
に
頑
張
っ
て
も
一
日
に
三
冊
の
本
を
読
む
の
が
セ
キ
の
山
だ
。

　

⑵　

孫
に
会
っ
て
ソ
ウ
ゴ
ウ
を
崩く
ず

す
。

　

⑶　

毎
日
続
く
夏
の
暑
さ
に
ヘ
イ
コ
ウ
す
る
。

　

⑷　

新
し
い
美
術
館
の
ラ
ク
セ
イ
式
に
参
加
す
る
。

　

⑸　

メ
イ
キ
ョ
ウ
シ
ス
イ
の
心
持
ち
で
試
合
に
挑
む
。
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「
い
え
、
こ
の
七
月
か
ら
中
途
採
用
で
入
り
ま
し
た
。」

「
ヘ
ー
、
今
月
か
ら
か
い
。
そ
り
ゃ
あ
、
て
え
へ
ん
だ
。
こ
の
蒸
し
暑
い
の
に
き
っ 

ち
り
ス
ー
ツ
な
ん
か
着
込
ん
で
る
か
ら
、
て
っ
き
り
新
卒
か
と
思
っ
ち
ま
っ
た
。」

「
ま
あ
、
似
た
よ
う
な
も
ん
で
す
。」

　

航
樹
は
自じ

嘲ち
ょ
う

気
味
に
返
し
た
。

「
あ
ん
た
ら
出
版
社
の
営
業
は
、
本
は
委い

託た
く

だ
か
ら
心
配
い
り
ま
せ
ん
っ
て
い
つ
も

言
う
ら
し
い
け
ど
、
こ
っ
ち
は
こ
の
狭
い
店
で
食
っ
て
い
か
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。
一

冊
と
は
言
え
、
面＊

出
し
な
ら
そ
れ
な
り
の
ス
ペ
ー
ス
を
占し

め
る
ん
だ
。
こ
の
限
ら
れ

た
ス
ペ
ー
ス
で
、
年
間
い
く
ら
売
ら
な
き
ゃ
食
っ
て
い
け
な
い
か
、
あ
ん
た
に
わ
か

る
か
い
？
」

「
い
え
、
わ
か
り
ま
せ
ん
。」

　

航
樹
は
素
直
に
首
を
横
に
振
っ
た
。

　

た
し
か
に
そ
う
だ
。
自
分
の
な
か
に
は
、
委
託
な
の
に
、
返
品
で
き
る
の
に
、
な

ぜ
置
い
て
く
れ
な
い
の
だ
、
と
思
う
安
易
な
気
持
ち
が
ど
こ
か
に
あ
っ
た
。Ｂ
か
る

く
見
て
い
た
の
だ
。

「
う
ち
み
た
い
な
店
は
、
入
っ
て
く
る
か
も
わ
か
ら
な
い
話
題
の
新
刊
に
期
待
す
る

よ
り
、
実
際
に
売
れ
た
本
を
大
事
に
売
り
続
け
る
の
さ
。
だ
か
ら
こ
の
売
上
ス
リ
ッ

プ
は
大
切
な
ん
だ
。
こ
の
一
枚
の
紙
が
、
こ
の
店
の
売
上
を
支
え
て
く
れ
て
る
。」

「
紙
が
、
で
す
か
？
」

「
そ
う
さ
。
こ
の
ス
リ
ッ
プ
が
、
紙
が
な
く
ち
ゃ
な
ら
ね
え
の
よ
。
食
っ
て
く
た
め

に
は
。」

　

店
主
は
口
元
を
わ
ず
か
に
ゆ
る
め
た
。「
お
れ
は
本
が
好
き
で
、
勤
め
人
を
や
め

て
こ
の
商
売
を
は
じ
め
た
。
好
き
と
は
い
え
、
や
っ
て
み
れ
ば
、
な
か
な
か
む
ず
か

し
い
商
売
だ
。
ほ
ん
と
は
、
売
れ
る
本
か
、
気
に
入
っ
た
本
し
か
店
に
は
置
き
た
か

な
い
。
お
た
く
ら
が
毎
日
営
業
し
て
る
よ
う
な
で
か
い
書
店
に
は
、
で
か
い
書
店
の

役
割
っ
て
も
ん
が
あ
る
。
け
ど
な
、
う
ち
に
は
う
ち
の
役
割
が
あ
る
と
思
っ
て
や
っ

て
る
の
さ
。
つ
ま
り
は
、
こ
の
一
枚
の
紙
み
た
い
に
な
。」

「
は
あ
。」

　

訪
れ
た
こ
と
を
早
く
も
後
悔
し
は
じ
め
た
航
樹
は
、
さ
っ
さ
と
営
業
を
す
ま
せ
よ

う
と
カ
バ
ン
か
ら
新
刊
注
文
書
を
取
り
出
し
た
。

　

す
る
と
机
に
置
い
た
航
樹
の
名
刺
を
に
ら
ん
で
い
た
五
十
代
半
ば
く
ら
い
の
店
主

が
、「
冬と

う

風ふ
う

社し
ゃ

っ
て
、潰
れ
た
ん
じ
ゃ
な
か
っ
た
っ
け
？
」
と
嫌
な
こ
と
を
言
い
出
す
。

「
い
え
、
一
時
危
な
か
っ
た
時
期
も
あ
り
ま
し
た
が
、
ま
た
新
た
に
ス
タ
ー
ト
を
切

り
ま
し
た
。」

「
へ
え
ー
、
そ
れ
で
『
新＊

社
』
っ
て
わ
け
だ
な
。」

　

店
主
は
よ
う
や
く
売
上
ス
リ
ッ
プ
か
ら
手
を
離
し
た
。「
昔
は
お
た
く
に
も
ス
リ
ッ

プ
送
っ
た
も
ん
だ
け
ど
な
。」

「
と
い
う
こ
と
は
、
売
っ
て
も
ら
っ
て
た
っ
て
こ
と
で
す
ね
。」

　

初
め
て
聞
く
種
類
の
反
応
に
、
航
樹
は
頰ほ

お

を
ゆ
る
め
か
け
た
。

「
な
に
も
返
っ
て
こ
な
か
っ
た
け
ど
な
。」

「
す
い
ま
せ
ん
。
う
ち
は
報
奨
金
制
度
は
や
っ
て
な
い
も
の
で
。」

　

航
樹
は
耳
の
上
を
搔か

い
た
。

「
で
、
今
は
ど
ん
な
本
出
し
て
る
の
？
」

「
来
月
の
新
刊
は
、
理
工
書
に
な
り
ま
す
。
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
に
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
し

て
い
く
方
針
で
し
て
。」

「
へ
っ
、
理
工
書
？　

冬
風
社
が
？
」

　
⑴
店
主
の
声
が
明
ら
か
に
ト
ー
ン
ダ
ウ
ン
し
た
。

　

航
樹
は
か
ま
わ
ず
新
刊
の
説
明
を
は
じ
め
た
が
、「
棚た

な

を
見
り
ゃ
あ
わ
か
る
だ
ろ

う
け
ど
、
う
ち
は
専
門
的
な
理
工
書
は
扱
っ
て
な
い
ん
で
ね
。
そ
れ
に
返
品
で
き
な

く
な
る
と
困
る
か
ら
。」
と
素
っ
気
な
い
。

「
返
品
は
随
時
受
け
つ
け
ま
す
。
そ
の
心
配
は
あ
り
ま
せ
ん
。」

「
縁
起
で
も
な
い
け
ど
、
お
た
く
が
倒と

う

産さ
ん

し
た
ら
ど
う
な
る
よ
。」

「
―
―
そ
れ
は
。」

　

言
葉
に
詰つ

ま
る
と
、「
あ
ん
た
、
新
入
社
員
か
い
？
」
と
言
わ
れ
た
。
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経
験
し
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
は
ず
だ
。

　

客
が
去
っ
た
あ
と
、「
は
い
よ
。」
と
店
主
の
声
が
し
た
。

　

レ
ジ
の
前
に
も
ど
る
と
、Ｄ
店
主
が
一
覧
注
文
書
の
右
上
に
、
こ
の
店
に
割
り
振

ら
れ
た
コ
ー
ド
印
で
あ
る
番
線
印
を
、
今
ま
さ
に
押
す
と
こ
ろ
だ
っ
た
。

「
ま
あ
、
せ
っ
か
く
来
て
く
れ
た
ん
だ
、
お
た
く
の
本
、
ま
た
う
ち
に
置
い
て
み
っ 

か
ら
。」

　

受
け
取
っ
た
注
文
書
の
書
名
の
欄ら

ん

に
、「
ｌ
」
の
文
字
を
見
つ
け
た
。

「
ほ
ん
と
う
で
す
か
。」

　

航
樹
は
思
わ
ず
声
を
う
わ
ず
ら
せ
、頭
を
下
げ
た
。「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。」

「
少
な
く
て
わ
る
い
け
ど
な
。」

「
と
ん
で
も
な
い
で
す
。」

「
あ
ん
た
ら
出
版
社
の
人
間
は
、
新
刊
シ
ン
カ
ン
っ
て
出
る
と
き
だ
け
騒さ

わ

ぐ
け
ど
、

お
客
さ
ん
に
と
っ
ち
ゃ
、
そ
の
日
初
め
て
手
に
取
っ
た
本
、
そ
の
本
こ
そ
が
新
刊
な

ん
だ
よ
。」

　

静
か
な
店
内
に
、
店
主
の
声
は
心
地
よ
く
響
い
た
。

　

な
る
ほ
ど
、
そ
の
と
お
り
か
も
し
れ
な
い
。

「
ま
あ
、
せ
っ
か
く
来
た
ん
だ
。
雨
宿
り
で
も
し
て
い
き
な
。」

　

気
が
つ
け
ば
、
午
後
六
時
を
ま
わ
っ
て
い
た
。
こ
れ
ま
で
営
業
し
た
な
か
で
一
番

店
に
長
居
し
、
会
話
が
続
い
た
。
店
主
は
静
か
に
ス
リ
ッ
プ
を
数
え
な
が
ら
、
と
き

お
り
航
樹
が
投
げ
か
け
る
問
い
か
け
に
答
え
て
く
れ
た
。

「
そ
れ
じ
ゃ
あ
、
ま
た
お
伺う

か
がい
し
ま
す
。」

　

航
樹
は
帰
り
し
な
に
声
を
か
け
た
。

 
⑷
店
主
は
「
へ
っ
。」
と
笑
い
、「
無
理
す
る
こ
と
は
ね
え
よ
。」
と
言
い
な
が
ら
、

そ
こ
で
初
め
て
名
刺
を
渡
し
て
く
れ
た
。

　

表
に
出
る
と
、
思
い
が
け
ず
雨
は
上
が
っ
て
い
た
。

　

歩
き
な
が
ら
、
受
け
取
っ
た
名
刺
を
よ
く
見
る
と
、
使
わ
れ
て
い
る
紙
は
、
自
分

が
仕
入
れ
て
い
た
紙
、
ス
タ
ー
エ
イ
ジ
に
ち
が
い
な
か
っ
た
。

 

⑵
こ
の
日
初
め
て
会
っ
た
、
小
さ
な
本
屋
の
店
主
の
言
葉
は
、
思
い
が
け
ず
航
樹
の

胸
に
畳
み
か
け
る
よ
う
に
問
い
か
け
て
き
た
。 

会
社
を
や
め
た
自
分
は
、
果
た
し
て

自
分
の
役
割
を
し
っ
か
り
意
識
し
て
い
る
の
か
。
自
分
は
な
ん
の
た
め
に
、
出
版
社

に
転
職
し
た
の
か
。
そ
れ
は
、
も
っ
と
自
分
ら
し
く
あ
り
た
か
っ
た
か
ら
じ
ゃ
な
い

の
か
。
好
き
で
こ
の
道
を
選
ん
だ
の
だ
。
営
業
で
あ
れ
、
も
っ
と
自
分
ら
し
い
や
り

方
で
、
好
き
な
よ
う
に
や
る
べ
き
じ
ゃ
な
い
の
か
。

　

航
樹
は
カ
バ
ン
か
ら
、
今
度
は
既
刊
の
一
覧
注
文
書
を
取
り
出
し
た
。

「
失
礼
で
す
が
、こ
の
な
か
に
こ
の
店
で
売
っ
て
い
た
だ
い
た
本
は
あ
り
ま
す
か
？
」

「
ん
？
」

　
Ｃ
店
主
は
注
文
書
を
受
け
取
り
、
目
を
細
め
た
。「
あ
あ
、
ま
だ
絶
版
じ
ゃ
な
い

ん
だ
な
、
こ
い
つ
ら
は
。」

「
店
の
な
か
を
、
拝
見
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。」

「
好
き
に
し
な
。」

　

店
主
が
背
中
を
向
け
た
と
き
、
か
な
り
年
配
の
女
性
客
が
濡ぬ

れ
た
傘か

さ

を
引
き
ず
る

よ
う
に
し
て
店
に
入
っ
て
き
た
。

「
届
い
と
る
か
な
あ
？
」

　

女
性
は
い
き
な
り
店
主
に
声
を
か
け
た
。

「
は
い
は
い
、
松ま

つ

田だ

様
。
届
い
て
ま
す
よ
。」

　

店
主
は
急
に
十
歳
く
ら
い
若
返
っ
た
よ
う
な
明
る
い
声
を
出
し
、
レ
ジ
横
の
棚
か

ら
婦
人
雑
誌
を
抜
き
取
っ
た
。「
い
つ
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。」

　

航
樹
は
レ
ジ
の
前
を
離
れ
、
文
芸
書
の
棚
の
前
に
立
っ
た
。
棚
に
は
、
今
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
に
な
っ
て
い
る
話
題
の
単
行
本
の
類
い
は
見
あ
た
ら
な
い
。。＊

取と
り

次つ
ぎ

か
ら
の
配

本
が
な
い
の
か
、
す
で
に
売
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
し
か
し
何
冊
か
、
航
樹
が
過
去

に
読
ん
だ
、
思
い
出
深
い
本
が
棚
に
差
し
て
あ
る
。
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
て
い
る
が
、

い
い
棚
だ
な
、
と
思
え
た
。

 

⑶
航
樹
は
肩
の
力
を
抜
い
た
。 

マ
ニ
ュ
ア
ル
ば
か
り
を
頼
り
に
す
る
の
も
、
書
店
を

坪
数
で
選
ぶ
の
も
、考
え
も
の
だ
。 

自
分
の
目
で
た
し
か
め
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
、
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〔
問
１
〕 ⑴
店
主
の
声
が
明
ら
か
に
ト
ー
ン
ダ
ウ
ン
し
た
。 

と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ

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

ア　

冬
風
社
が
一
度
倒
産
し
そ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
、
売
れ
残
っ
た
本

を
返
品
で
き
な
く
な
る
と
感
じ
、
不
安
に
思
っ
た
か
ら
。

イ　

以
前
取と

り

引ひ
き

が
あ
っ
た
冬
風
社
に
は
親
し
み
を
覚
え
た
が
、
一
方
的
に
話
し
続
け

る
航
樹
の
態
度
を
見
て
、
不
快
感
を
隠
せ
な
か
っ
た
か
ら
。

ウ　

冬
風
社
の
本
に
い
っ
た
ん
関
心
を
示
し
た
も
の
の
、
店
に
置
い
て
も
売
れ
な
い

分
野
の
本
で
あ
る
と
わ
か
り
、
興
味
を
そ
が
れ
た
か
ら
。

エ　

新
し
い
分
野
に
事
業
を
広
げ
よ
う
と
す
る
冬
風
社
は
、
従
来
の
伝
統
を
軽
視
す

る
会
社
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
思
い
、
落ら

く

胆た
ん

し
た
か
ら
。

〔
問
２
〕 ⑵
こ
の
日
初
め
て
会
っ
た
、
小
さ
な
本
屋
の
店
主
の
言
葉
は
、
思
い
が
け
ず

航
樹
の
胸
に
畳
み
か
け
る
よ
う
に
問
い
か
け
て
き
た
。 

と
あ
る
が
、
こ
の
表

現
か
ら
読
み
取
れ
る
航
樹
の
様
子
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
、
次
の
う
ち

で
は
ど
れ
か
。

ア　

初
対
面
の
店
主
が
語
っ
た
内
容
と
現
在
の
自
分
の
状
況
が
予
期
せ
ず
重
ね
合
わ

せ
ら
れ
、
自
分
に
対
す
る
疑
問
が
次
々
と
わ
き
上
が
り
、
仕
事
へ
の
思
い
を
見
つ

め
直
し
て
い
る
様
子
。

イ　

た
ま
た
ま
出
会
っ
た
店
主
の
言
葉
が
胸
に
響
き
、
こ
れ
ま
で
の
自
分
に
対
す
る

反
省
の
念
が
次
々
に
生
じ
、
自
分
が
思
っ
て
い
た
以
上
に
営
業
は
難
し
い
仕
事
だ

と
痛
感
し
て
い
る
様
子
。

ウ　

初
対
面
の
店
主
の
話
の
意
図
が
分
か
ら
ず
、
店
主
と
自
分
の
状
況
と
を
繰
り
返

し
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
想
像
以
上
に
苦
労
し
て
き
た
店
主
を
理
解
し
よ
う
と

し
て
い
る
様
子
。

エ　

た
ま
た
ま
出
会
っ
た
店
主
の
話
を
聞
い
て
自
分
の
生
き
方
が
何
度
も
問
い
直
さ

れ
、
店
主
と
自
分
と
の
役
割
を
比
べ
る
こ
と
で
、
店
主
の
生
き
方
を
理
想
的
に
思

い
始
め
て
い
る
様
子
。

　

懐な
つ

か
し
い
手
触
り
を
味
わ
い
な
が
ら
、
見
つ
め
る
名
刺
。
そ
の
名
刺
に
印
字
さ
れ

た
書
店
名
の
上
に
は
、
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
。

「
人
生
を
変
え
る
本
と
の
出
合
い
の
お
手
伝
い
」

　

人
生
を
変
え
る
本
と
の
出
合
い
。
ま
さ
に
自
分
が
何
度
か
経
験
し
た
こ
と
で
も
あ

る
。

　

そ
ん
な
本
と
読
者
と
の
出
合
い
を
手
伝
う
こ
と
が
、
今
の
自
分
の
仕
事
で
も
あ
る

の
だ
。

　

航
樹
は
そ
の
こ
と
が
う
れ
し
く
、
そ
し
て
誇
ら
し
か
っ
た
。

「
よ
し
っ
。」

 

⑸
航
樹
は
わ
ざ
と
気
持
ち
を
声
に
出
し
た
。

　

そ
し
て
、
ま
だ
西
の
空
が
明
る
い
、
夏
の
夕
暮
れ
の
道
を
駅
へ
と
急
い
だ
。

　

も
う
一い

っ

軒け
ん

、
い
や
二
軒
、
こ
れ
か
ら
書
店
を
ま
わ
る
こ
と
に
決
め
て
―
―
。

（
は
ら
だ
み
ず
き
「
銀
座
の
紙
ひ
こ
う
き
」
に
よ
る
）　

〔
注
〕
新
社 

― 

― 

経
営
状
況
が
悪
化
し
た
冬
風
社
は
、「
冬と

う

風ふ
う

新し
ん

社し
ゃ

」
と
い
う
名

で
再
起
を
か
け
て
立
て
直
し
を
図
っ
て
い
る
。

　
　
　

面
出
し 

― 

― 

本
の
表
紙
を
見
せ
て
並
べ
る
こ
と
。

　
　
　

取と
り

次つ
ぎ 

― 

― 

こ
こ
で
は
、
出
版
社
と
書
店
を
つ
な
ぐ
取
次
会
社
の
こ
と
。
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〔
問
４
〕 ⑷
店
主
は「
へ
っ
。」と
笑
い
、「
無
理
す
る
こ
と
は
ね
え
よ
。」と
言
い
な
が
ら
、

そ
こ
で
初
め
て
名
刺
を
渡
し
て
く
れ
た
。 

と
あ
る
が
、
こ
の
表
現
か
ら
読
み

取
れ
る
店
主
の
様
子
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

航
樹
の
別
れ
際ぎ

わ

の
挨
拶
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
小
さ
い
店
に
わ
ざ
わ
ざ
営
業

に
来
る
必
要
は
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
航
樹
に
好
感
を
抱
き
、
再
会
を
期
待
す
る

気
持
ち
を
表
し
て
い
る
様
子
。

イ　

航
樹
の
言
葉
を
次
の
取
引
へ
の
意
思
と
み
な
し
、
こ
の
よ
う
な
小
さ
い
店
に
わ

ざ
わ
ざ
営
業
に
来
る
必
要
は
な
い
と
返
し
つ
つ
、
渡
し
忘
れ
た
名
刺
を
出
し
て
、

次
の
注
文
を
約
束
す
る
様
子
。

ウ　

航
樹
の
言
葉
を
社
交
辞
令
と
感
じ
、
こ
の
よ
う
な
小
さ
な
店
に
は
わ
ざ
わ
ざ
営

業
に
来
る
必
要
は
な
い
と
し
て
、
わ
ず
か
な
注
文
し
か
で
き
な
い
罪
悪
感
か
ら
話

を
切
り
上
げ
よ
う
と
す
る
様
子
。

エ　

航
樹
の
新
入
社
員
の
よ
う
な
元
気
な
挨
拶
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
小
さ
い
店

に
ま
で
わ
ざ
わ
ざ
営
業
に
来
る
必
要
は
な
い
と
し
、
若
い
社
員
の
苦
労
を
ね
ぎ
ら

お
う
と
気
を
つ
か
っ
て
い
る
様
子
。

〔
問
３
〕 ⑶
航
樹
は
肩
の
力
を
抜
い
た
。 

と
あ
る
が
、
こ
の
表
現
か
ら
読
み
取
れ
る
航

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

ア　

話
題
の
単
行
本
が
な
い
本
棚
を
見
て
、
新
刊
の
本
は
欲
し
い
と
思
う
人
が
現
れ

て
自
然
と
売
れ
る
の
だ
と
気
が
付
き
、
自
分
が
躍
起
に
な
っ
て
頑
張
ら
な
く
て
も

よ
い
の
だ
と
安
心
す
る
様
子
。

イ　

本
棚
を
見
て
、
そ
の
書
店
に
合
っ
た
本
が
あ
る
の
だ
と
思
い
至
り
、
マ
ニ
ュ
ア

ル
や
書
店
の
大
き
さ
ば
か
り
を
気
に
し
て
営
業
の
成
果
を
上
げ
よ
う
と
力
ん
で
い

た
気
持
ち
を
ゆ
る
め
る
様
子
。

ウ　

か
つ
て
読
ん
だ
本
が
並
ぶ
棚
を
見
て
、
思
い
出
に
浸
っ
て
感
傷
的
な
気
分
に
な

り
、
こ
れ
ま
で
の
自
分
の
営
業
の
方
法
で
は
結
果
が
出
な
い
の
も
当
た
り
前
だ
と

実
感
し
て
反
省
す
る
様
子
。

エ　

実
際
の
本
棚
を
見
て
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
書
店
の
大
き
さ
な
ど
の
情
報
か
ら
形
式

や
数
字
以
上
の
意
味
を
分ぶ

ん

析せ
き

で
き
て
い
な
か
っ
た
と
冷
静
に
振
り
返
り
、
緊き

ん

張ち
ょ
う

を

ほ
ぐ
そ
う
と
し
て
い
る
様
子
。
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〔
問
６
〕　　
　

部
Ａ
～
Ｄ
に
つ
い
て
、
そ
の
表
現
や
内
容
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て

最
も
適
切
な
も
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア 

Ａ
メ
ガ
ネ
を
鼻び

梁り
ょ
う

の
先
に
ず
ら
し
た
店
主
ら
し
き
男
が
、
上う

わ

目め

遣づ
か

い
で
航
樹
を
じ

ろ
り
と
見
た
。 

に
は
、
店
主
を
恐
れ
て
引
け
目
を
感
じ
て
い
る
航
樹
の
気
の
弱
い

性
格
が
表
さ
れ
て
い
る
。

イ 

Ｂ
か
る
く
見
て
い
た
の
だ
。 

に
は
、
大
き
い
本
屋
で
は
難
し
い
返
品
も
小
さ
い
本

屋
な
ら
気
軽
に
で
き
る
は
ず
だ
と
考
え
る
航
樹
の
心
境
が
表
さ
れ
て
い
る
。

ウ 

Ｃ
店
主
は
注
文
書
を
受
け
取
り
、
目
を
細
め
た
。 

に
は
、
懐
か
し
い
本
を
見
付
け

た
こ
と
で
う
れ
し
さ
を
感
じ
て
い
る
店
主
の
様
子
が
表
さ
れ
て
い
る
。

エ 

Ｄ
店
主
が
一
覧
注
文
書
の
右
上
に
、
こ
の
店
に
割
り
振
ら
れ
た
コ
ー
ド
印
で
あ
る

番
線
印
を
、
今
ま
さ
に
押
す
と
こ
ろ
だ
っ
た 

に
は
、
番
線
印
を
押
す
瞬
間
を
航
樹

に
見
せ
よ
う
と
す
る
店
主
の
思
い
や
り
が
表
さ
れ
て
い
る
。

〔
問
５
〕 ⑸
航
樹
は
わ
ざ
と
気
持
ち
を
声
に
出
し
た
。 

と
あ
る
が
、
こ
の
表
現
か
ら
読

み
取
れ
る
航
樹
の
気
持
ち
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど

れ
か
。

ア　

航
樹
は
本
と
読
者
の
出
合
い
を
大
切
に
す
る
店
主
と
巡め

ぐ

り
会
っ
た
。
本
を
い
つ

く
し
む
気
持
ち
を
持
ち
続
け
て
い
れ
ば
、
今
後
も
自
分
の
人
生
に
影
響
を
与
え
る

よ
う
な
本
を
見
つ
け
ら
れ
る
は
ず
だ
と
確
信
し
て
い
る
。

イ　

航
樹
は
う
ま
く
い
か
な
い
自
分
の
仕
事
に
対
し
て
不
満
を
募つ

の

ら
せ
て
い
る
。
し

か
し
、
困
難
を
乗
り
越
え
て
こ
そ
一
人
前
の
社
会
人
に
な
れ
る
の
だ
と
考
え
を
改

め
、
自
分
に
気
合
い
を
入
れ
る
こ
と
で
覚
悟
し
直
し
て
い
る
。

ウ　

店
主
と
会
話
が
続
い
て
営
業
が
う
ま
く
い
っ
た
こ
と
で
、
航
樹
は
自
信
を
取
り

戻
し
た
。
本
の
注
文
を
取
れ
た
喜
び
か
ら
仕
事
の
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
、

早
く
次
の
本
屋
に
向
か
お
う
と
意
欲
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
。

エ　

本
は
読
者
の
人
生
を
変
え
る
可
能
性
を
も
つ
こ
と
を
、
か
つ
て
航
樹
は
経
験
し

た
。
本
と
読
者
の
出
合
い
を
支
え
る
自
分
の
仕
事
に
喜
び
と
誇
り
を
感
じ
、
前
向

き
に
仕
事
に
励
も
う
と
自
分
を
奮
い
立
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
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学
者
で
も
そ
の
根
本
的
思
想
を
き
ち
ん
と
把は

握あ
く

す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
と
し
て

も
、
一
八
世
紀
の
啓
蒙
主
義
の
哲
学
者
の
著
作
を
読
む
の
に
事
前
の
知
識
は
い
ら
な

い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
九
世
紀
以
降
の
哲
学
は
、
専
門
化
し
、
そ
れ
を
理
解
す
る

の
に
は
長
い
専
門
知
識
の
集
積
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
二
〇
世
紀
の
二
つ
の

現
代
哲
学
の
潮
流
、
分ぶ

ん

析せ
き

哲
学
と
現
象
学
も
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
潮
流
の
専

門
用
語
は
特と

く

殊し
ゅ

な
意
味
を
帯
び
、
哲
学
者
の
間
で
も
そ
れ
を
共
有
で
き
な
く
な
っ
て

い
る
。
互
い
に
互
い
の
理
論
的
前
提
が
受
け
入
れ
ら
れ
ず
に
、
学
派
に
よ
っ
て
没ぼ

っ

交こ
う

渉し
ょ
うと

な
る
時
代
が
続
い
た
。⑵
こ
れ
は
学
問
と
し
て
は＊

精せ
い

緻ち

化か

を
意
味
す
る
が
、
哲

学
と
い
う
学
問
の
役
割
を
考
え
た
と
き
に
は
、
入
っ
て
は
な
ら
な
い＊

隘あ
い

路ろ

に
踏
み
込

ん
で
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

も
う
ひ
と
つ
の
違
い
は
対
話
的
な
側
面
の
消
失
で
あ
る
。
古
代
哲
学
の
対た

い

話わ

篇へ
ん

に

つ
い
て
は
い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
一
八
世
紀
ま
で
の
近
代
哲
学
は
、
対
話
を
内

容
と
し
て
い
る
著
作
が
じ
つ
に
多
い
。
著
名
な
哲
学
者
の
著
作
集
の
多
く
に
、「
対

話
」
あ
る
い
は
往
復
の
「
書
簡
」
と
題
さ
れ
た
作
品
が
含ふ
く

ま
れ
て
い
る
。
ル
ソ
ー
、

ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
、デ
ィ
ド
ロ
、ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
、ロ
ッ
ク
、バ
ー
ク
リ
ー
、ヒ
ュ
ー
ム
、

ゲ
ー
テ
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
な
ど
を
あ
げ
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。
そ
の
書
簡
の
多
く

は
、
教
養
の
あ
る
一
般
人
と
の
対
話
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
エ
リ
ザ
ベ
ト
王
女
と
の

書
簡
集
は
読
み
応
え
の
あ
る
哲
学
的
な
対
話
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
世
紀
、
と
く

に
二
〇
世
紀
以
降
は
、
対
話
や
書
簡
は
、
完
成
さ
れ
た
哲
学
論
文
と
比ひ

較か
く

し
て
二
次

的
で
資
料
的
な
意
味
し
か
持
た
な
い
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
し
て
や
一
般

人
と
の
対
話
な
ど
大
学
の
講
義
で
行
え
ば
よ
い
程
度
の
扱
い
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

　

こ
れ
は
、
大
学
を
中
心
と
し
た
近
代
的
な
知
の
編
成
に
、
哲
学
も
飲
み
込
ま
れ
た

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
に
よ
り
、
私
た
ち
は
重
大
な
、
失
う
べ
き
で

は
な
い
知
的
な
営
み
を
蔑
な
い
が
しろ

に
し
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

自
然
科
学
の

実
証
主
義
的
な
研
究
手
続
き
が
定
着
す
る
に
つ
れ
て
、
真
理
は
専
門
家
だ
け
に
よ
っ

て
見
出
さ
れ
、一
般
の
人
に
は
た
だ
教
育
さ
れ
る
だ
け
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

理
論
を
検
証
し
反
証
す
る
と
い
う
科
学
的
な
過
程
の
な
か
に
は
非
専
門
家
が
入
り
込

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
。）

　

哲て
つ

学が
く

は
、
科
学
と
は
異
な
る
知
の
あ
り
方
を
し
て
い
る
。
古
代
の
ア
テ
ネ
で
ソ
ク

ラ
テ
ス
が
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
知
識
の
妥だ

当と
う

性せ
い

を
問
い
質た

だ

し
た
よ
う
に
、
哲
学
は
既
存
の

知
識
の
再
検
討
を
主
な
任
務
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
社
会
に
存
在
し
て
い
る
常
識

や
知
識
や
技
術
を
、
人
間
の
根
本
的
な
価
値
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
あ
ら
た
め
て
検
討

す
る
こ
と
で
あ
る
。
哲
学
は
社
会
に
既
に
存
在
し
て
い
る
知
識
に
対
し
て
、
距き
ょ

離り

を

と
っ
て
判
断
す
る
「
メ
タ
」
の
立
場
を
と
る
。
そ
の
意
味
で
、
哲
学
は
も
っ
と
も
素そ

朴ぼ
く

で
あ
る
と
同
時
に
、
も
っ
と
も
高
次
の
視
点
か
ら
世
界
を
捉と

ら

え
る
学
問
で
あ
る
。

そ
の
際
に
哲
学
が
と
る
べ
き
視
点
は
、
い
か
な
る
専
門
家
か
ら
で
も
な
い
、
い
か
な

る
職
業
や
役
割
か
ら
で
も
な
い
、ひ
と
り
の
人
間
な
い
し
市
民
か
ら
の
視
点
で
あ
る
。

哲
学
と
い
う
学
問
が
も
っ
と
も
一
般
的
で
あ
り
、
特
定
の
分
野
に
拘こ
う

束そ
く

さ
れ
な
い
と

い
う
特
徴
は
こ
こ
か
ら
来
て
い
る
。 

　

し
か
し
な
が
ら
、
一
九
世
紀
に
な
っ
て
哲
学
が
大
学
の
一
専
門
分
野
と
し
て
講こ

う

壇だ
ん

化か

さ
れ
て
か
ら
は
、
哲
学
は
他
の
科
学
と
同
じ
く
一
種
の
専
門
科
学
で
あ
ろ
う
と
し

て
き
た
。
西
洋
と
い
う
文
脈
で
言
え
ば
、
講
壇
化
は
、
哲
学
の
専
門
家
を
生
み
出
し
、

彼
ら
が
哲
学
を
市
民
に
教
育
す
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
生
み
出
し
た
。
専
門
家
で
あ

り
教
え
る
側
で
あ
る
と
い
う
大
学
人
と
し
て
の
立
場
は
、
哲
学
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
に
す
ら
な
っ
て
い
っ
た
。

 

⑴
一
八
世
紀
の
啓け

い

蒙も
う

主
義
の
時
代
の
哲
学
と
、
一
九
世
紀
以
降
の
現
在
ま
で
の
講
壇

化
し
た
哲
学
の
大
き
な
違
い
は
二
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

ひ
と
つ
は
、後
者
が
、

専
門
用
語
を
駆く

使し

す
る
よ
う
に
な
り
、
難
解
に
な
り
、
そ
れ
以
前
の
理
論
に
つ
い
て

の
知
識
な
く
し
て
は
理
解
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学

で
も
、
あ
る
い
は
、
啓
蒙
時
代
の
哲
学
、
た
と
え
ば
、
ル
ソ
ー
や
ロ
ッ
ク
、
ア
ダ
ム
・

ス
ミ
ス
で
も
い
い
が
、
平
易
な
日
常
の
言
葉
で
書
か
れ
、
あ
る
程
度
の
教
養
の
あ
る

人
間
な
ら
ば
そ
の
内
容
を
理
解
す
る
の
に
前
も
っ
て
の
知
識
は
い
ら
な
い
。
ど
の
哲

4
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の
で
は
な
い
。
そ
れ
以
前
に
、
自
分
た
ち
が
直
面
し
て
い
る
問
題
を
根
本
ま
で
掘ほ

り

下
げ
、
自
分
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
価
値
観
か
ら
こ
の
問
題
に
相
対
し
て
い
る
の
か
を

ま
ず
理
解
す
る
た
め
の
活
動
で
あ
る
。
哲
学
カ
フ
ェ
は
ま
た
た
く
ま
に
全
国
に
広
が

り
、
現
在
で
は
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
カ
フ
ェ
が
自
主
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
。

　

時
期
を
同
じ
く
し
て
、
学
校
や
課
外
活
動
で
、
子
ど
も
同
士
が
哲
学
的
な
テ
ー
マ

に
つ
い
て
話
し
合
う
「
子
ど
も
の
哲
学
」
と
呼
ば
れ
る
新
し
い
教
育
が
、
日
本
の
さ

ま
ざ
ま
な
場
所
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
り
わ
け
、
小
さ
な
子
ど
も
を
持
つ

親
た
ち
は
、
あ
い
も
変
わ
ら
ぬ
記き

憶お
く

中
心
の
学
校
教
育
に
失
望
し
、
考
え
、
議
論
す

る
力
を
自
分
の
子
ど
も
に
は
持
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
て
い
る
。
対
話
す
る
こ
と
が
思

考
を
刺
激
す
る
こ
と
を
、
子
ど
も
の
親
た
ち
は
直
観
的
に
知
っ
て
い
る
。
哲
学
な
ど

抽ち
ゅ
う
し
ょ
う
て
き

象
的
な
こ
と
に
は
関
心
を
示
さ
な
い
と
言
わ
れ
て
い
た
小
学
校
の
低
学
年
の
子

ど
も
で
も
、「
生
き
る
と
は
何
か
」「
賢
い
と
は
何
か
」「
心
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
」

「
普
通
と
は
何
か
」「
時
間
に
終
わ
り
は
あ
る
の
か
」
な
ど
と
い
っ
た
ま
さ
し
く
哲
学

的
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
関
心
を
持
ち
、
大
人
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
次
元
の
議
論

を
展
開
す
る
。

 

Ｂ
子
ど
も
の
哲
学
と
は
、
子
ど
も
に
哲
学
の
知
識
を
教
え
る
こ
と
で
は
ま
っ
た
く
な

い
。
子
ど
も
同
士
で
哲
学
的
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
対
話
し
あ
い
、
教
員
や
親
と
い
っ

た
大
人
も
子
ど
も
と
一
緒
に
真
理
を
探
求
す
る
の
で
あ
る
。

　

子
ど
も
の
哲
学
の
歴
史
は
、
哲
学
カ
フ
ェ
よ
り
も
長
い
。
子
ど
も
を
対
象
と
し
た

対
話
型
の
教
育
が
試
み
ら
れ
た
の
は
、
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
ヘ
ル
マ
ン
・
ノ
ー

ル
や
レ
オ
ナ
ル
ト
・
ネ
ル
ゾ
ン
と
い
っ
た
哲
学
者
の
活
動
に
遡

さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
、

ア
メ
リ
カ
の
哲
学
者
で
あ
る
マ
シ
ュ
ー
・
リ
ッ
プ
マ
ン
は
、
七
〇
年
代
初
頭
に
「
探

求
の
共
同
体
」
と
い
う
対
話
的
な
共
同
学
習
の
方
法
を
作
り
出
し
、
子
ど
も
の
教
育

に
着
手
し
た
。

　
　
＊

爾じ

来ら
い

、
い
く
つ
も
の
国
際
学
会
が
組
織
さ
れ
、
世
界
各
地
で
実じ

っ

践せ
ん

が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

哲
学
カ
フ
ェ
や
サ
イ
エ
ン
ス
・
カ
フ
ェ
、
子
ど
も
の
哲
学
、
地
域
の
問
題
を
根
本

的
に
論
じ
る
対
話
、
企き

業ぎ
ょ
う

で
の
哲
学
的
な
対
話
、
対
話
に
よ
る
人
生
相
談
（
哲
学

む
余
地
は
な
く
、
専
門
家
同
士
の
対
話
で
さ
え
、
せ
い
ぜ
い
追
試
過
程
の
一
部
と
な

る
だ
け
で
あ
る
。
知
の
専
門
化
は
、
対
話
を
無
用
の
も
の
と
し
た
。
そ
う
し
た
専
門

知
を
バ
ッ
ク
に
し
た
政
府
や
行
政
の
振
る
舞
い
は
、
一
般
人
に
耳
を
貸
さ
な
い
問
答

無
用
の
も
の
と
な
っ
て
い
く
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。 

　

復
権
さ
せ
た
い
の
は
対
話
と
そ
れ
に
よ
る
思
考
で
あ
る
。⑶
対
話
は
全
体
性
を
復

元
す
る
協
同
作
業
で
あ
る
。 

こ
こ
で
い
う
全
体
性
と
は
、
各
分
野
に
分
断
さ
れ
る
前

の
知
の
全
体
性
で
あ
り
、
た
だ
専
門
性
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
人
間
が
人
間
と
し
て

つ
な
が
る
全
体
性
で
あ
る
。
社
会
の
全
体
性
と
い
う
こ
と
で
誤
解
を
し
て
ほ
し
く
な

い
の
は
、
そ
れ
が
画
一
性
や
均
一
性
を
意
味
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
対
話
的
な
全
体

性
と
は
む
し
ろ
個
人
の
差
異
化
を
意
味
す
る
。
対
話
は
、
独
立
の
存
在
の
間
で
し
か

成
り
立
た
ず
、
異
な
っ
た
考
え
の
間
で
し
か
成
り
立
た
な
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
独

立
の
存
在
は
、
対
話
と
い
う
ひ
と
つ
の
事
業
に
関
与
し
て
い
る
。
こ
れ
が
対
話
に
よ

る
人
間
の
結
び
つ
き
の
特
徴
で
あ
る
。
対
話
は
、
振
る
舞
い
を
管
理
し
、
画
一
化
す

る
こ
と
な
く
、
人
々
を
共
通
の
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
架
橋
し
共
同
さ
せ
る
。

　

現
代
の
岐き

路ろ

に
お
い
て
、
良
い
方
向
に
私
た
ち
の
人
生
と
社
会
を
向
か
わ
せ
る
に

は
、
専
門
化
に
よ
る
分
断
を
、
対
話
に
よ
っ
て
縫ぬ

い
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
あ
ら

ゆ
る
現
代
の
知
の
中
に
対
話
を
組
み
込
み
、
社
会
の
分
断
と
人
間
と
自
然
の
分
断
を

克こ
く

服ふ
く

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
根
本
に
交
流
を
有
し
た
知
こ
そ
が
、
真
の

意
味
で
の
教
養
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
一
般
の
人
々
は
す
で
に
対
話
の
重
要
性
に
つ
い
て
気
が
つ
き
始
め
て
い

る
。

 

Ａ
哲
学
カ
フ
ェ
は
、
一
九
九
〇
年
代
初
頭
の
フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
た
。
カ
フ
ェ
に
市

民
が
あ
つ
ま
り
、
哲
学
的
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
自
由
に
論
じ
合
う
集
会
で
あ
る
。

　

重
要
な
決
定
に
は
、
権
威
に
一
方
的
に
依い

存そ
ん

す
る
の
で
は
な
く
、
一
般
市
民
が
関

与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
治
的
自
律
性
を
求
め
る
気
運
の
中
で
、
哲
学
的
な
対

話
が
希
求
さ
れ
た
。
哲
学
カ
フ
ェ
は
政
治
的
な
意
思
決
定
の
た
め
だ
け
に
行
わ
れ
る

2020100529-久我山-錦商事模擬-立-J.indd   82020100529-久我山-錦商事模擬-立-J.indd   8 2021/01/21   15:43:222021/01/21   15:43:22



− 9 −

つ
い
て
も
、
哲
学
に
お
い
て
は
推
論
や
論
理
、
認
識
を
テ
ー
マ
に
し
た
研
究
は
あ
っ

て
も
、
思
考
と
い
う
人
間
の
活
動
そ
の
も
の
を
テ
ー
マ
と
し
た
哲
学
書
は
、
意
外
に

も
あ
ま
り
見
当
た
ら
な
い
。
そ
れ
は
思
考
と
い
う
活
動
が
、
単
純
に
個
人
の
中
の
推

論
的
な
能
力
だ
け
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
他
者
と
の
対
話
や
共
同
作
業

を
通
じ
て
発
揮
さ
れ
る
本
来
、
複
合
的
な
能
力
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
河
野
哲
也
「
人
は
語
り
続
け
る
と
き
、
考
え
て
い
な
い
」
に
よ
る
）　

〔
注
〕
精せ

い

緻ち

化か 

―
― 

細
か
く
緻
密
に
な
っ
て
い
く
こ
と
。

　
　
　

隘あ
い

路ろ 

― 

― 

狭
く
て
通
り
に
く
い
道
。
物
事
を
進
め
る
上
で
さ
ま
た
げ
と
な

る
も
の
。

　
　
　

爾じ

来ら
い 

―
― 

そ
れ
以
来
。

コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
）、
こ
れ
ら
の
活
動
を
ま
と
め
て
「
哲
学
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
」
と

呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
哲
学
的
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
自
由
に
論
じ
る
活
動
は
、「
哲
学

対
話
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

 

Ｃ
哲
学
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
と
は
、「
お
も
に
対
話
と
い
う
方
法
を
も
ち
い
な
が
ら
、
哲

学
的
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
共
同
で
探
求
す
る
実
践
的
な
活
動
」
と
し
て
定
義
さ
れ
る

が
、
国
際
的
に
は
す
で
に
数
十
年
の
活
動
の
実
績
が
あ
る
。
日
本
国
内
で
も
、
数
年

前
に
、
全
国
規
模
の
実
践
者
の
連れ

ん

絡ら
く

会か
い

が
組
織
さ
れ
、
哲
学
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
に
関
連

す
る
事じ

項こ
う

を
研
究
す
る
学
会
も
設
立
さ
れ
た
。
マ
ス
コ
ミ
で
も
し
ば
し
ば
取
り
上
げ

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
教
育
用
の
テ
レ
ビ
番
組
も
シ
リ
ー
ズ
化
さ
れ
た
。
中
等
教
育

で
も
関
心
を
持
つ
学
校
が
増
え
、
探
求
型
の
授
業
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

　

哲
学
対
話
に
関
心
を
持
つ
人
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
世
代
に
渡
っ
て
い
る
が
、
と
り
わ

け
、
若
い
世
代
や
、
子
育
て
を
し
て
い
る
世
代
に
多
い
。
か
れ
ら
は
、
自
分
た
ち
と

自
分
た
ち
の
子
ど
も
の
世
代
が
直
面
し
て
い
る
分
断
の
問
題
に
は
、
こ
れ
ま
で
と
は

大
き
く
異
な
っ
た
構
想
で
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
市

民
的
な
連
帯
を
深
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
気
が
つ
い
て
い
る
。
若
い
親
世
代

は
、
自
分
た
ち
が
受
け
た
も
の
と
は
異
な
っ
た
、
思
考
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、

探
求
活
動
に
重
き
を
お
い
た
教
育
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
理
解
し
て
い
る
。
哲

学
対
話
が
求
め
て
い
る
の
は
、
他
者
と
と
も
に
真
理
を
追
求
し
、
他
者
と
と
も
に
人

間
の
世
界
を
組
み
直
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
科
学
は
、
世
界
の
事
実
に
つ
い
て
は

知
識
を
提
供
し
て
く
れ
て
も
、
価
値
や
意
味
に
関
し
て
は
沈ち

ん

黙も
く

す
る
。
そ
う
で
は
な

く
、
哲
学
対
話
で
は
、
他
者
と
と
も
に
共
同
の
世
界
を
作
り
出
し
て
い
く
知
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。

　

対
話
に
よ
る
共
同
的
な
真
理
探
求
は
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
を
超
え
て
、
市
民
が
自
主

的
に
発
展
さ
せ
て
い
る
知
的
な
活
動
で
あ
る
。

　

哲
学
と
対
話
と
は
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
関
係
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
対

話
を
テ
ー
マ
と
し
た
哲
学
書
は
多
く
は
な
い
。
実
は
心
理
学
や
認に

ん

知ち

科
学
に
お
い
て

も
、
臨
床
的
な
分
野
以
外
で
は
、
対
話
を
扱
う
研
究
は
多
く
は
な
い
。
ま
た
思
考
に
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〔
問
３
〕 ⑶
対
話
は
全
体
性
を
復
元
す
る
協
同
作
業
で
あ
る
。 

と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な

ぜ
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア　

対
話
は
独
立
し
た
一
人
一
人
の
人
間
の
差
異
を
均
質
的
な
も
の
に
統
合
し
、
共

通
の
価
値
観
を
生
み
出
す
働
き
を
す
る
か
ら
。

イ　

同
じ
テ
ー
マ
に
つ
い
て
論
じ
合
う
対
話
と
い
う
営
み
に
よ
っ
て
、
異
な
る
立
場

の
人
々
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
。

ウ　

異
な
る
考
え
を
持
っ
た
者
同
士
が
対
話
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
規き

範は
ん

と
秩ち

つ

序じ
ょ

が

生
ま
れ
、
社
会
に
対
す
る
人
々
の
信
頼
が
高
ま
る
か
ら
。

エ　

専
門
家
と
一
般
人
と
が
課
題
を
共
有
し
て
対
話
す
る
こ
と
で
、
専
門
家
に
よ
る

啓
蒙
が
進
み
、
社
会
全
体
の
知
性
が
向
上
す
る
か
ら
。

〔
問
４
〕　　
　

部
Ａ
哲
学
カ
フ
ェ
、
Ｂ
子
ど
も
の
哲
学
、
Ｃ
哲
学
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス 

の

話
題
は
、
本
文
の
展
開
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
し
て
い
る
か
。
最
も

適
切
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア　

哲
学
カ
フ
ェ
か
ら
探
求
型
の
共
同
学
習
の
方
法
が
生
ま
れ
た
よ
う
に
、
新
た
な

教
育
の
あ
り
方
が
他
に
も
存
在
す
る
こ
と
を
示
す
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。

イ　

で
き
る
だ
け
若
い
う
ち
に
哲
学
対
話
を
経
験
す
る
こ
と
が
人
生
に
お
い
て
重
要

で
あ
る
と
い
う
一
般
論
を
挿そ

う

入に
ゅ
う

し
、
問
題
提
起
に
つ
な
げ
て
い
る
。

ウ　

哲
学
対
話
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
今
日
の
状
況
を
、
科
学
の
価
値
と
い
う
観
点

か
ら
比
較
し
て
分
析
し
、
論
述
方
針
の
転
換
を
図
っ
て
い
る
。

エ　

哲
学
対
話
の
重
要
性
に
対
す
る
理
解
が
、
日
本
で
も
一
般
の
人
々
の
間
に
浸
透

し
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
具
体
例
と
な
っ
て
い
る
。

〔
問
１
〕 ⑴
一
八
世
紀
の
啓け

い

蒙も
う

主
義
の
時
代
の
哲
学
と
、
一
九
世
紀
以
降
の
現
在
ま
で

の
講
壇
化
し
た
哲
学
の
大
き
な
違
い
は
二
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

と
あ

る
が
、
一
八
世
紀
ま
で
の
哲
学
と
一
九
世
紀
以
降
の
哲
学
の
違
い
に
つ
い
て
、

八
〇
字
以
上
、
一
〇
〇
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

〔
問
２
〕 ⑵
こ
れ
は
学
問
と
し
て
は＊

精せ
い

緻ち

化か

を
意
味
す
る
が
、
哲
学
と
い
う
学
問
の
役

割
を
考
え
た
と
き
に
は
、
入
っ
て
は
な
ら
な
い＊

隘あ
い

路ろ

に
踏
み
込
ん
で
し
ま
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

と
あ
る
が
、「
哲
学
と
い
う
学
問
の
役
割
を
考
え

た
と
き
に
は
、
入
っ
て
は
な
ら
な
い
隘
路
に
踏
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
は 

な
い
だ
ろ
う
か
」
と
筆
者
が
述
べ
た
の
は
な
ぜ
か
。
八
〇
字
以
上
、
一
〇
〇
字

以
内
で
説
明
せ
よ
。　
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〔
問
６
〕　

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

う
ち
か
ら
選
べ
。

ア　

自
然
科
学
の
研
究
方
法
が
普
及
し
た
こ
と
で
、
大
学
の
授
業
で
哲
学
を
専
門
的

に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

イ　

小
学
校
低
学
年
の
子
ど
も
は
抽
象
的
な
こ
と
に
は
関
心
を
示
さ
な
い
も
の
の
、

哲
学
的
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
高
度
な
次
元
で
議
論
す
る
能
力
を
持
っ
て
い
る
。

ウ　

社
会
を
よ
く
す
る
に
は
、
他
者
と
と
も
に
真
理
を
追
求
し
、
共
同
の
世
界
を
作

り
出
し
て
い
く
知
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

エ　

対
話
と
い
う
活
動
は
、
個
人
の
推
論
や
論
理
、
認
識
か
ら
な
る
複
合
的
能
力
で

あ
る
た
め
、
哲
学
研
究
の
中
心
テ
ー
マ
で
あ
り
続
け
た
。

〔
問
５
〕　　
　

部 

哲
学
的
な
テ
ー
マ 

と
あ
る
が
、
次
に
挙
げ
る
①
～
⑧
の
う
ち
、

「
哲
学
的
な
テ
ー
マ
」
に
つ
い
て
考
え
る
事
例
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も

適
切
な
も
の
は
ど
れ
か
。
本
文
の
論ろ

ん

旨し

を
ふ
ま
え
て
、次
の
ア
～
カ
か
ら
選
べ
。

① 　

夏
休
み
の
自
由
研
究
で
「
ダ
ム
は
ど
の
よ
う
な
構
造
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
調
べ
、
学
年
集
会
で
発
表
し
て
い
く
つ
か
の
質
問
に
答
え
た
。

② 　

地
域
の
住
民
同
士
で
「
街
の
暮
ら
し
や
す
さ
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
論
じ
合
っ
た
。

③ 　

学
校
で
「
学
ぶ
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
価
値
が
あ
る
の
か
」
と
い
う
話
し
合
い
を

し
た
ら
様
々
な
意
見
が
出
て
盛
り
上
が
っ
た
。

④ 　

先
生
に
「
個
性
を
大
切
に
し
な
さ
い
。」
と
言
わ
れ
て
、「
私
ら
し
い
と
は
ど
う

い
う
こ
と
だ
ろ
う
。」
と
、
友
達
と
話
し
合
い
な
が
ら
帰
っ
た
。

⑤ 　

会
社
の
上
司
と
一
緒
に
、
そ
の
月
の
売
り
上
げ
額
か
ら
翌
月
の
利
益
を
予
測
し

た
。

⑥ 　

創
立
一
二
〇
周
年
を
機
会
に
、
学
校
に
制
服
は
必
要
か
と
い
う
こ
と
を
、
生
徒

会
役
員
で
議
論
し
た
。

⑦ 　

友
人
と
一
緒
に
数
学
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
ら
、
難
し
い
問
題
を
解
く
こ
と
が

で
き
た
。

⑧ 　

高
校
卒
業
後
の
進
路
を
決
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
自
分
に
と
っ
て
よ
り
よ
い

人
生
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
家
族
と
話
し
合
っ
た
。

ア　
　

①　

②　

④　

⑥

イ　
　

①　

②　

⑤　

⑧

ウ　
　

②　

③　

⑤　

⑦

エ　
　

①　

③　

④　

⑥　

⑦

オ　
　

②　

③　

④　

⑥　

⑧

カ　
　

③　

④　

⑥　

⑦　

⑧
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重
陽
宴
で
は
菊

＊
き
く

酒ざ
け

を
飲
み
詩
を
詠
む
の
だ
が
、
讃
岐
で
は
国
司
と
し
て
の
業
務
を

議
論
し
書
類
を
執し

っ

筆ぴ
つ

す
る
。讃さ

ぬ
き
の
か
み

岐
守
と
し
て
業
務
に
邁ま

い

進し
ん

す
る
か
の
よ
う
な
姿
だ
が
、

こ
の
詩
の
冒ぼ

う

頭と
う

は
、
地
方
に
来
て
「
客
思
」
入
り
乱
れ
る
心
情
を
描
い
て
お
り
、
本

来
な
ら
宮き

ゅ
う

廷て
い

詩
宴
で
菊
酒
を
飲
み
漢
詩
を
詠
む
は
ず
が
、
そ
れ
が
で
き
な
い
。
重

陽
の
日
で
あ
る
だ
け
に
、
都
で
の
詩
宴
が
想
起
さ
れ
、
守か

み

と
い
う
立
場
へ
の
愁
い
が

表
出
す
る
。

　

翌
年
正
月
二
〇
日
に
も
漢
詩
を
詠
ん
で
い
る
が
、
題
辞
に
「
禁＊

中
内
宴
の
日
で
あ

る
」
と
自
注
を
付
し
て
い
る
の
も
、
先
の
作
同
様
、
宮
廷
詩
宴
を
想
起
し
て
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
讃
岐
で
宮
廷
詩
宴
や
宮
中
行
事
を
想
起
す
る
作
は
、
讃
岐
赴
任
後
半

に
も
見
え
る
。「
九
日＊ 

偶ぐ
う
ぎ
ん吟
」
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
詠
む
。

　

客
中
三
見
菊
花
開　
　

客た
び

の
中な

か

三み

た
び
菊き

っ
か花

が
開
く
の
を
見
る
が
、

　

只
有
重
陽
毎
度
来　
　

只た
だ

重
陽
の
日
が
度そ

の

毎つ
ど

来
る
こ
と
が
有
る
。

　

今
日
低
頭
思
昔
日　
　

今
日
頭こ

う
べを

低た

れ
て
昔せ

き

日じ
つ

を
思
う
。

　

紫
宸
殿
下
賜
恩
盃　
　

紫し

宸し
ん

殿で
ん

下
で
恩お

ん

盃ぱ
い

を
賜た

ま
わ

っ
た
こ
と
を
。

　

讃
岐
に
赴
任
し
て
三
年
が
経た

ち
三
度
目
の
重
陽
の
日
を
迎
え
た
、そ
れ
で
も
昔
日
、

重
陽
宴
に
参
加
し
た
こ
と
、
重
陽
宴
が
開
か
れ
る
紫
宸
殿
で
天
皇
か
ら
盃
を
賜
っ
た

こ
と
を
思
い
出
す
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
「
正
月
十
六
日
宮き

ゅ
う

妓ぎ

の
踏と

う

歌か

を
憶お

も

う
」
は
、
宮
中
で
の
「
踏
歌
」（
足
を

踏
み
な
ら
し
て
歌
う
舞
踏
）
を
思
う
詩
だ
が
、
そ
の
末
尾
に
「
佳よ

き

辰と
き

公
宴
の
日
に
属あ

た

る
毎ご

と

に
、
空む

な空
し
く
客

た
び
び
と
の
こ
ろ
も

衣
の
襟え

り

を
〔
涙な

み
だで

〕
湿う

る
おし

て
損そ

こ
なう

の
だ
」
と
、
都
の
天
皇

主
催
の
宴
を
思
い
出
す
た
び
に
涙
を
落
と
す
の
で
あ
る
。⑵
讃
岐
守
と
し
て
の
自
分

を
「（　
　

）」
と
、
あ
く
ま
で
旅
先
に
い
る
と
表
現
し
て
い
る
の
も
、
道
真
の
心
情

を
表
し
て
い
よ
う
。
道
真
は
讃
岐
守
在
任
中
、
都
を
、
そ
こ
で
の
行
事
、
特
に
宮
廷

詩
宴
を
思
い
出
す
旅
人
と
し
て
自
分
を
描
い
て
い
た
。

次
の
文
章
Ａ
・
Ｂ
は
、
平
安
時
代
の
貴
族
菅す

が

原わ
ら
の
み
ち道
真ざ

ね

が
、
四
十
二
歳
で
地
方

官
と
し
て
讃さ

ぬ
き岐
（
今
の
香か

川が
わ

県
に
当
た
る
地
域
の
国
名
）
に
赴ふ

任に
ん

し
た
こ
と
に
つ

い
て
書
か
れ
た
も
の
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

　

赴
任
初
年
度
、
三
〇
日
ほ
ど
雨
が
降
ら
な
か
っ
た
が
、
金こ
ん 

光こ
う 

明み
ょ
う 

寺じ

で
行
わ
れ
た 

仁に
ん 

王の
う 

百ひ
ゃ
っ 

講こ
う 

会え

（
百
の
高
座
を
設
け
て
僧そ

う

百
人
に
『
仁に

ん

王の
う

経ぎ
ょ
う』

を
講
じ
さ
せ
る
法ほ

う

会え

）
の
お
か
げ
か
雨
が
降
っ
た
。
道
真
は
そ
れ
を
祝
し
て
詩
を
詠よ

ん
で
い
る
。

　

秋
に
入
り
、
道
真
は
二に

毛も
う

（
白は

く

髪は
つ

）
を
発
見
し
た
。

　
　
＊

晋し
ん

の
潘は

ん

岳が
く

は
三
二
歳
で
二

毛
を
見
た
と
い
う
が
（
潘
岳
「
秋

し
ゅ
う

興
き
ょ
う
の

賦ふ

」）、
自
分
は
潘
岳
よ
り
一
〇
年
老
い
て
見

た
。
な
ぜ
初
め
て
見
る
羽
目
に
な
っ
た
か
と
い
え
ば
、「
海か

い

壖せ
ん

」（
海
の
畔ほ

と
り）

に
臥ふ

す

た
め
だ
と
い
う
。「
海
壖
」
と
は
讃
岐
を
指
し
、
讃
岐
で
の
愁う

れ

い
が
二
毛
を
生
じ
さ

せ
た
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

九
月
九
日
、
宮
中
で
は＊ 

重ち
ょ
う

陽よ
う
の
え
ん宴

が
行
わ
れ
る
日
で
あ
る
。
こ
の
日
、
道
真
は
国

府
で
小
さ
な
酒
宴
を
開
い
た
。
そ
の
と
き
に
詠
ん
だ
詩
が
残
る
。
秋
に
な
っ
て
も
旅

先
に
あ
る
か
の
よ
う
な
思
い
（「
客か

く

思し

」）
が
入
り
乱
れ
、
重
陽
に
な
る
と
一
層
そ
の

思
い
は
募つ

の

る
、
と
い
う
心
情
の
表
現
か
ら
始
ま
る
が
、
詩
の
後
半
は
以
下
の
通
り
で

あ
る
。

　

停
盃
且
論
輸
租
法　
　

盃
さ
か
ず
きを
停と

め
て
且し

ば
らく
論
ず
る
の
だ 

輸ゆ

租そ

の
法
を
。

　

走
筆
唯
書
弁
訴
文　
　

筆
を
走
ら
せ
て
唯た

だ

書
く
の
だ 

弁べ
ん

訴そ

の
文
を
。

　

十
八
登
科
初
侍
宴　
　

 

十
八
で
〔＊ 

文も
ん 

章じ
ょ
う 

生し
ょ
う 

試し

に
〕
登と

う

科か

〔
合
格
〕
し
て
初
め
て

宴
に
侍は

べ

っ
た
。

 

⑴
今
年
独
対
海
辺
雲　
　

し
か
し
今
年
は
独
り
海
辺
の
雲
に
対む

か

う
だ
け
だ
。

「
輸
租
」
と
は
、
徴
税
の
こ
と
。「
弁
訴
」
と
は
、
訴そ

訟し
ょ
う

を
処
理
す
る
こ
と
。

5
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讃
岐
の
釣
人
を
詠え

い

じ
た
作
で
あ
る
。
道
真
は
都
時
代
に
も
釣
人
を
漢
詩
に
詠よ

み
込

ん
だ
こ
と
は
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
ま
で
の
作
は
、
直
接
釣
人
を
見
て
詠
ん
だ
の

で
は
な
く
、
中
国
戦
国
時
代
の＊ 

屈く
つ

原げ
ん

「
漁ぎ

ょ

父ほ

」
以
来
長
く
詠
み
続
け
ら
れ
た
、
俗ぞ

く

世せ

間け
ん

か
ら
離
れ
て
俗
事
に
ま
ど
わ
さ
れ
な
い
釣
人
像
を
踏
ま
え
た
、
い
わ
ば
観
念
化
さ

れ
た
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
、
寒
早
十
首
の
釣
魚
人
は
、
讃
岐
で
実
際
に
見
、
そ

の
う
え
で
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
道
真
に
は
、
宮
廷
詩
宴
で
の
献け

ん

詩し

、
友
人
と
の
贈ぞ

う

答と
う

詩し

、
景
物
に
寄

せ
た
風
物
詩
な
ど
は
あ
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
階
層
の
人
々
に
焦し

ょ
う

点て
ん

を
当
て
た
作

品
は
見
え
な
い
。
こ
れ
は
、
道
真
に
限
ら
ず
他
の
漢
詩
人
で
も
同
様
で
あ
る
。

　

寒
早
十
首
は
、
こ
の
よ
う
に
在
地
の
人
々
の
苦
し
み
を
描
い
た
作
と
し
て
注
目
さ

れ
る
。⑷
そ
の
表
現
に
律り

つ

令り
ょ
う

語
（
法
律
用
語
）
を
用
い
て
い
る
こ
と
も
特
徴
で
あ
る
。

最
初
の
「
走
還
人
」
の
「
走
還
」
な
ど
が
そ
う
で
、
都
時
代
の
作
品
に
も
い
く
つ
か

見
え
る
も
の
の
、
寒
早
十
首
を
含ふ

く

め
讃
岐
時
代
に
格
段
に
増
え
る
。

　

道
真
は
讃
岐
赴
任
を
愁
え
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
讃
岐
の
人
民
を
詠
み
、
国
司
の

職
を
詠
む
。
こ
の
よ
う
な
作
は
讃
岐
か
ら
都
へ
戻
る
と
激
減
す
る
。
と
い
う
よ
り
も
、

在
地
の
人
民
の
苦
し
み
を
詠
む
作
品
は
見
当
た
ら
な
く
な
る
。 

　

こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
。
国
守
と
し
て
の
立
場
で
は
な
く
、
問も

民み

苦く

使し

（
地
方
行
政
を
監か

ん

察さ
つ

す
る
官
）
の
立
場
で
詠
ん
だ
と
い
う
見
解
も
あ
る
が
、
詩
人

無
用
論
に
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
＊

儒じ
ゅ

家か

か
ら
発
せ
ら
れ
た
そ
れ
は
、
漢
詩
や
漢

詩
人
な
ど
政
治
に
無
用
だ
と
い
う
批
判
で
あ
っ
た
。⑸
道
真
は
そ
れ
に
対
し
て
、
宮

廷
詩
宴
で
献
詩
を
行
う
詩
臣
を
標ひ
ょ
う

榜ぼ
う

し
て
い
た
。

　

讃
岐
で
人
民
の
苦
し
み
や
国
司
の
職
務
を
詠
む
の
は
、
地
方
政
治
の
問
題
・
課
題

を
漢
詩
を
用
い
て
表
明
し
、
告
発
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
さ
し
く
政
治
に
有
用
な

詩
作
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
詩
人
無
用
論
へ
の＊ 

反は
ん

駁ば
く

だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
て
讃
岐
一
年
目
は
暮
れ
て
い
く
。
大お

お

晦み
そ
か日
に
詠
ん
だ
「
旅り

ょ

亭て
い

の
除
夜
」
で

は
、「
苦は

な
はだ

思
う 
洛み

や
こ下

の
新
年
の
事
を
。
再
び
家か

門も
ん

に
到い

た

る
の
だ 

一
夢
の
中
で
」と
、

　

Ｂ

　

讃
岐
赴
任
に
不
満
を
持
っ
て
い
た
道
真
だ
が
、
こ
の
年
冬
に
詠
ん
だ
「
寒か

ん

早そ
う

十じ
っ

首し
ゅ

」
の
連
作
は
、
国
守
の
立
場
か
ら
讃＊

岐
の
州
民
を
描
い
て
い
る
。

　

本
作
は
、
法
制
史
学
者
の
瀧た

き

川か
わ

政ま
さ

次じ

郎ろ
う

が
、「
寒
気
の
来
る
の
を
い
ち
早
く
感
ず

る
」「
貧ひ

ん

窮き
ゅ
う

人
の
患か

ん

苦く

が
綿
々
と
述
べ
ら
れ
」「
人
民
が
課か

役え
き

の
重
圧
に
あ
え
い
で

い
る
」
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
「
文
学
史
上
の
重
要
史
料
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た

法
制
史
上
の
重
要
史
料
で
も
あ
る
」
と
評
し
た
作
品
で
も
あ
る
。

　

す
べ
て
の
詩
の
韻い

ん

字じ

に
「
人
・
身
・
貧
・
頻
」
の
四
字
を
用
い
て
い
る
。
四
字
は

「
人
の
身
は
貧
し
き
こ
と
頻し

き
りで

あ
る
」
の
意
で
、
こ
れ
を
韻
字
と
し
た
五
言
律
詩
の

一
〇
首
連
作
で
あ
る
。

　

取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
「
走そ

う

還か
ん

人
」（
租
税
の
負
担
か
ら
逃
れ
る
た
め
戸こ

籍せ
き

の
地
か

ら
離
れ
た
け
れ
ど
も
悔
い
て
帰
っ
て
き
た
人
）「
浪ろ

う

来ら
い

人
」（
税
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
浮

浪
逃ち

ょ
う

散さ
ん

し
た
人
）「
薬や

く

圃ほ

人
」（
薬
園
で
諸も

ろ
も
ろ々

の
薬
を
学
ぶ
人
）「
駅え

き

亭て
い

人
」（
駅
伝
輸
送

の
労
働
に
従
事
す
る
人
）「
賃
船
人
」（
船
に
雇や

と

わ
れ
て
働
く
人
）「
釣ち

ょ
う

魚ぎ
ょ

人
」「
売
塩
人
」

「
採さ

い 

樵し
ょ
う人

」（
き
こ
り
）と
、ま
さ
し
く「
課
役
に
あ
え
」ぐ「
人
民
」を
詠
ん
で
い
る
。

　
「
寒
早
」
と
は
、
寒
気
が
早
く
来
る
こ
と
。
詩
の
第
一
句
目
は
す
べ
て
「
何だ

れ人
に

寒
気
が
早
い
の
だ
」
と
い
う
問
い
で
、
そ
れ
に
「
寒さ

む
さは

早
い
○
○
人
に
」
と
答
え
て

始
ま
る
。⑶「
釣
魚
人
」
を
詠
ん
だ
作
を
見
て
み
よ
う
。

　

何
人
寒
気
早　
　

何だ

れ人
に
寒
気
が
早
い
の
だ
。

　

寒
早
釣
魚
人　
　

寒さ
む
さは

早
い 

魚
を
釣つ

る
人
に
。

　

陸
地
無
生
産　
　

陸
地
に
生な

り
わ
い産
は
な
く
、

　

孤
舟
独
老
身　
　

孤こ

舟し
ゅ
うに
独
り
身
を
老
い
て
い
く
。

　

裊
糸
常
恐
絶　
　

糸
つ
り
い
と

を
裊た

わ

め
て
〔
糸
が
〕
絶
え
る
の
で
は
と
常
に
恐
れ
、

　

投
餌
不
支
貧　
　

餌え
さ

を
投
げ
て
〔
魚
を
釣
っ
て
も
〕
貧
を
支
え
ら
れ
な
い
。

　

売
欲
充
租
税　
　
〔
魚
を
〕
売
っ
て
租
税
に
充あ

て
よ
う
と
し
て
、

　

風
天
用
意
頻　
　

 

風
は
ど
う
だ
天そ

ら

は
ど
う
だ
と
用
意
〔
気
に
か
け
る
こ
と
〕
頻し

き
りで

あ
る
。
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〔
問
１
〕 ⑴
今
年
独
対
海
辺
雲 

の
句
に
込
め
ら
れ
た
道
真
の
心
情
を
、
筆
者
は
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
、
次
の
う
ち

で
は
ど
れ
か
。

ア　

大
切
な
家
族
を
都
に
残
し
て
、
た
っ
た
一
人
で
異
郷
に
赴お

も
む

き
、
慣
れ
な
い
仕
事

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
嫌
気
が
さ
し
て
い
る
。

イ　

新
た
な
土
地
で
の
業
務
に
追
わ
れ
て
し
ま
い
、
酒
宴
さ
え
も
開
く
こ
と
の
で
き

な
い
境き

ょ
う

遇ぐ
う

に
お
か
れ
た
身
の
上
に
や
り
き
れ
な
さ
を
感
じ
て
い
る
。

ウ　

都
か
ら
遠
く
離
れ
た
さ
び
し
い
土
地
で
、
誰
に
も
理
解
さ
れ
な
い
ま
ま
た
っ
た

一
人
で
年
老
い
て
い
く
我
が
身
を
う
ら
め
し
く
思
っ
て
い
る
。

エ　

国
司
と
し
て
の
仕
事
に
力
を
尽
く
し
な
が
ら
も
、
折
に
触
れ
て
宮
中
で
の
詩
宴

を
思
い
出
し
、
都
を
遠
く
離
れ
た
任
地
に
い
る
こ
と
を
嘆な

げ

い
て
い
る
。

〔
問
２
〕 ⑵
讃
岐
守
と
し
て
の
自
分
を
「（　
　

）」
と
、
あ
く
ま
で
旅
先
に
い
る
と
表

現
し
て
い
る 

と
あ
る
が
、（　
　

）
に
当
て
は
ま
る
最
も
適
切
な
漢
字
一
字
を
、

本
文
中
か
ら
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
書
け
。

都
の
新
年
を
思
い
、
夢
の
中
で
都
の
自じ

邸て
い

に
帰
っ
て
い
る
。
讃
岐
守
と
し
て
、
讃
岐

の
人
々
を
思
い
つ
つ
も
、
や
は
り
都
の
、
我
が
家
を
思
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
滝
川
幸
司
「
菅
原
道
真
」
に
よ
る
）　

〔
注
〕
晋し

ん

の
潘は

ん

岳が
く 

― 

― 

中
国
の
王
朝
で
あ
る
西
晋
の
文
人
の
名
。「
秋

し
ゅ
う

興
き
ょ
う
の

賦ふ

」

は
潘
岳
の
詩
の
名め

い

称し
ょ
う。

　
　
　

重ち
ょ
う

陽よ
う

宴の
え
ん 

― 
― 

陰い
ん

暦れ
き

九
月
九
日
（
重
陽
の
日
）
の
節
句
に
皇
居
で
行
わ
れ

た
観か

ん

菊ぎ
く

の
宴
。

　
　
　

文も
ん 

章じ
ょ
う 

生し
ょ
う 

試し 

―
― 
平
安
時
代
の
役
人
の
養
成
機
関
の
試
験
。

　
　
　

菊き
く

酒ざ
け 

― 

― 

重
陽
の
節
句
に
飲
む
、菊
の
花
を
浸
し
た
、ま
た
は
浮
か
べ
た
酒
。

　
　
　

禁
中 

―
― 

皇
居
の
中
。

　
　
　

偶ぐ
う

吟ぎ
ん 

―
― 

ふ
と
心
に
浮
か
ん
だ
こ
と
を
詩
歌
に
詠
む
こ
と
。

　
　
　

紫し

宸し
ん

殿で
ん 

―
― 

平
安
京
の
皇
居
の
建
物
の
一
つ
。

　
　
　

讃
岐
の
州
民 

― 

― 

道
真
が
国
守
と
し
て
治
め
て
い
た
讃
岐
の
地
の
人
々
の

こ
と
。

　
　
　

課か

役え
き 

―
― 

人
民
に
課
せ
ら
れ
た
税
や
労ろ

う

役え
き

の
こ
と
。

　
　
　

屈く
つ

原げ
ん

「
漁ぎ

ょ

父ほ

」 

―
― 

古
代
中
国
の
詩
人
屈
原
の
作
と
し
て
伝
わ
る
文
章
。

　
　
　

儒じ
ゅ

家か 

― 

― 

孔こ
う

子し

に
始
ま
る
中
国
古
来
の
政
治
・
道
徳
の
学
で
あ
る
儒
学
を

修
め
た
者
。

　
　
　

反は
ん
ば
く駁 

―
― 

他
人
の
意
見
や
批
判
に
反
対
し
て
論
じ
返
す
こ
と
。
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〔
問
５
〕 ⑸
道
真
は
そ
れ
に
対
し
て
、
宮
廷
詩
宴
で
献
詩
を
行
う
詩
臣
を
標ひ

ょ
う

榜ぼ
う

し
て
い

た
。 

と
あ
る
が
、「
詩
臣
」
と
い
う
語
は
、
こ
こ
で
は
ど
の
よ
う
な
立
場
を

表
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の

は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

詩
作
に
よ
っ
て
積
極
的
に
情
報
を
発
信
す
る
こ
と
で
、
都
で
漢
詩
人
が
広
く
重

用
さ
れ
る
べ
き
だ
と
訴う

っ
たえ
る
立
場
。

イ　

政
治
的
な
問
題
を
詩
に
よ
っ
て
表
現
す
る
こ
と
で
、
漢
詩
の
専
門
家
と
し
て
の

存
在
意
義
を
示
そ
う
と
す
る
立
場
。

ウ　

地
方
の
人
民
の
苦
し
み
を
詩
に
詠
む
こ
と
で
、
自
分
が
信
望
の
厚
い
国
守
で
あ

る
こ
と
を
都
に
誇
示
し
よ
う
と
す
る
立
場
。

エ　

道
徳
的
な
政
治
の
あ
り
方
を
詩
で
提
唱
す
る
こ
と
で
、
儒
家
へ
の
対
抗
勢
力
と

し
て
政
治
的
な
問
題
解
決
を
目
指
す
立
場
。

〔
問
３
〕 ⑶「
釣
魚
人
」
を
詠
ん
だ
作 

と
あ
る
が
、
そ
の
説
明
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の

を
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

ア　

苦
し
む
人
民
の
様
子
を
描
い
た
作
品
と
し
て
、
史
料
的
な
価
値
が
評
価
さ
れ
て

い
る
。

イ　

漢
詩
の
伝
統
を
受
け
継
い
で
、
俗
事
に
ま
ど
わ
さ
れ
な
い
人
物
と
し
て
釣
人
を

描
い
て
い
る
。

ウ　

道
真
が
赴
任
後
に
讃
岐
の
地
で
実
際
に
見
た
釣
人
の
様
子
を
、
詩
の
中
に
表
現

し
て
い
る
。

エ　

十
首
連
作
の
う
ち
の
一
首
で
、
四
字
の
韻
字
と
第
一
句
目
が
他
の
詩
と
共
通
し

て
い
る
。

〔
問
４
〕 ⑷
そ
の
表
現
に
律り

つ

令り
ょ
う

語
（
法
律
用
語
）
を
用
い
て
い
る
こ
と
も
特
徴
で
あ

る
。 

と
あ
る
が
、「
寒
早
十
首
」
の
詩
に
そ
の
よ
う
な
特
徴
が
生
じ
た
理
由

に
つ
い
て
、
筆
者
は
ど
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も

適
切
な
も
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

道
真
は
、
地
方
官
と
し
て
赴
任
し
た
こ
と
を
不
満
に
思
い
つ
つ
も
、
国
守
と
し

て
の
立
場
で
漢
詩
を
詠
ん
で
い
る
か
ら
。

イ　

道
真
は
、
国
司
の
仕
事
を
具
体
的
に
表
現
す
る
こ
と
で
、
観
念
的
な
漢
詩
の
詠

み
方
を
否
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
。

ウ　

道
真
は
、
都
に
戻
る
こ
と
を
早
く
許
さ
れ
た
い
と
願
う
ゆ
え
に
、
職
務
に
忠
実

に
励
む
姿
勢
を
詩
で
示
し
て
い
る
か
ら
。

エ　

道
真
は
、
宮
中
の
行
事
を
思
う
こ
と
が
習
慣
化
し
て
い
て
、
都
に
生
ま
れ
た
貴

族
と
し
て
の
立
場
を
重
視
し
て
い
る
か
ら
。

2020100529-久我山-錦商事模擬-立-J.indd   152020100529-久我山-錦商事模擬-立-J.indd   15 2021/01/21   15:43:232021/01/21   15:43:23


