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１　

問
題
は 　
　

か
ら 　
　

ま
で
で
、
18
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
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
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　

こ
の
器
は
め
っ
た
に
な
い
シ
ロ
モ
ノ
だ
。

　

⑵　

ソ
ウ
バ
ン
、
君
の
努
力
は
実
を
結
ぶ
だ
ろ
う
。

　

⑶　

新
薬
の
開
発
が
チ
ケ
ン
の
段
階
に
進
む
。

　

⑷　

あ
の
人
は
キ
イ
ッ
ポ
ン
な
性
格
だ
。

　

⑸　

事
態
を
タ
イ
シ
ョ
コ
ウ
シ
ョ
か
ら
眺
め
る
。

次
の
各
文
の　
　

を
付
け
た
漢
字
の
読
み
が
な
を
書
け
。

　

⑴　

す
ば
や
く
糸
を
手
繰
る
。

　

⑵　

紳
士
服
を
縫
製
す
る
。

　

⑶　

頓
狂
な
声
を
あ
げ
る
。

　

⑷　

唾
棄
す
べ
き
悪
行
だ
。

　

⑸　

海
の
深
浅
を
測
量
す
る
。

1

2
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各
務
先
生
は
、
学
校
の
主
で
あ
っ
た
。
学
校
の
創
立
が
明
治
三
十
五
年
で
、
そ
れ

以
来
昭
和
の
七
八
年
頃
退
職
す
る
ま
で
、
三
十
年
に
余
る
間
、
田
舎
の
小
さ
な
中
学

校
に
埋
も
れ
て
、
そ
の
教
員
生
活
の
殆ほ

と
ん

ど
全
部
を
終
え
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以

前
に
は
、
ど
こ
か
の
中
学
に
一い

ち

二に

年
居
た
こ
と
が
あ
る
ら
し
い
。
学
校
も
、
最
初
は

県
立
第
二
中
学
の
分
校
と
し
て
出
発
し
、
独
立
し
て
第
四
中
学
と
な
り
、
そ
れ
か
ら
、

第
三
中
学
と
な
り
、
現
在
の
Ｎ
中
学
に
発
展
し
て
行
っ
た
。
各
務
先
生
は
そ
の
間
に

あ
っ
て
、
十
代
に
余
る
校
長
を
送
り
迎
え
し
て
渝か

わ

り
な
く
、
時
に
は
校
長
排
斥
の 

忌い
ま

わ
し
い
同
盟
休
校
の
よ
う
な
も
の
も
度
々
あ
っ
て
、
創
立
以
来
の
古
い
先
生
や 

そ
の
他
が
、
次
々
に
学
校
を
去
っ
て
行
っ
た
中
に
、
各
務
先
生
だ
け
は
、
い
つ
も
清

く
圏
外
に
立
っ
て
、
身
を
全ま

っ
と

う
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
と
言
っ
て
も
、
保
身
の

術
に
汲き

ゅ
う

々き
ゅ
う

と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
先
生
の
人
格
が
自
然
に
そ
う
さ
せ
た 

の
で
あ
る
。
生
徒
の
方
は
生
徒
の
方
で
、各
務
先
生
だ
け
は
傷
つ
け
て
は
な
ら
な
い
、

各
務
先
生
だ
け
に
は
巻
き
添
え
を
食
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
、
意
識
無
意
識
の
う
ち

に
、
各
務
先
生
を
守
り
合
っ
て
来
た
こ
と
も
、
争
わ
れ
な
い
事
実
で
あ
る
。
教
頭
に

と
い
う
声
は
常
に
あ
り
な
が
ら
、
各
務
先
生
自
身
が
肯が

え

ん
じ
な
い
の
で
、
最
後
ま 

で
三＊

席
で
あ
っ
た
。

　

数
あ
る
先
生
の
中
に
は
、
授
業
中
に
、
明
ら
さ
ま
に
生
徒
の
歓
心
を
買
う
よ
う
な

無
駄
口
を
喋し

ゃ
べ舌
る
先
生
も
あ
っ
た
。
交
通
不
便
な
、
僻へ

き

遠え
ん

の
、
小
さ
な
中
学
に
愛 

想
を
尽
か
し
て
、
来
任＊

匆そ
う

々そ
う

、
直す

ぐ
飛
び
出
し
て
行
く
先
生
も
あ
っ
た
。
土
曜 

日
や
日
曜
日
に
は
、
草わ

ら
じ鞋
脚き

ゃ

絆は
ん

掛
け
で
村
々
を
廻ま

わ

っ
て
、
教
化
の
講
演
に
歩
く
先

生
も
あ
っ
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
当
時
の
好
景
気
に
釣
ら
れ
て
、
銀
行
の
重
役
に

鞍く
ら

替が

え
し
て
風
を
切
っ
て
い
た
か
と
思
う
と
、
不
況
の
波
を
食
っ
て
銀
行
が
没
落

す
る
と
、
直
ぐ
ま
た
学
校
に
舞
い
戻
っ
て
来
て
い
た
先
生
も
あ
っ
た
。

　

こ
れ
は
、
僕ぼ

く

達た
ち

が
学
校
に
籍
を
置
い
た
時
分
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
し
て
三
十

年
の
間
に
は
、
種
種
雑
多
な
風
潮
が
、
各
務
先
生
の
周
囲
を
取と

り

巻ま

い
た
に
ち
が
い

な
い
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
風
潮
に
取
巻
か
れ
よ
う
と
も
、
各
務
先
生
だ
け
は
、 

右
も
見
な
け
れ
ば
、
左
も
見
な
か
っ
た
。
た
だ
、
来
る
日
も
来
る
日
も
、
手
に
定
規

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
。）

　

各か
が
み務

先
生
は
、
悠
然
と
廊
下
を
歩
き
、
悠
然
と
教
室
に
入
っ
て
来
た
。
各
務
先
生

は
決
し
て
堂
々
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
。
赤
茶
け
た
八
字
髭ひ

げ

を
生
や
し
て
い
た
が
、

小
柄
で
、
痩
せ
て
、
撫な

で
肩が

た

で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
い
て
、
朝
礼
に
臨
ん
で
い
る
と

こ
ろ
や
廊
下
を
歩
い
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
は
、
如い

か何
に
も
悠
然
と
構
え
て
い
て
、

寧む
し

ろ
大
柄
に
見み

紛ま
が

う
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
両
腕
を
、
口
髭
の
延
長
線
上
に
矢
張
り
八

の
字
に
伸の

ば

し
て
、
右
手
に
は
定
規
や
コ
ン
パ
ス
、
左
手
に
は
白は

く

墨ぼ
く

筥ば
こ

や
教
科
書 

や
出
席
簿
や
閻え

ん

魔ま

帳ち
ょ
う

な
ど
を
持
ち
、
脚
を
踏
ん
張
っ
て
い
た
。
抱
え
込
ん
で
、

猫
背
で
歩
く
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
い
つ
も
、
古
び
た
紋も

ん

附つ
き

に
袴は

か
ま

を
着
け
、

紺
足
袋
に
上
草
履
を
穿う

が

ち
、
胸
を
張
っ
て
い
た
。
夏
に
な
る
と
、
キ
ビ
ラ
と
称
す

る
麻あ

さ

織お
り

の
着
物
を
着
て
来
た
が
、
キ
ビ
ラ
は
ま
た
生
徒
の
夏
の
制
服
で
も
あ
っ
た
。

因ち
な

み
に
、
冬
の
制
服
は
、
紺
の
筒
袖
に
紺
の
袴
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
大
正
の 

 

終お
わ
り

の
頃
ま
で
つ
づ
い
た
。
毎
朝
服
装
検
査
が
あ
っ
て
、
一
番
口く

ち

喧や
か
ま

し
い
の
が

各
務
先
生
で
あ
っ
た
。
先
生
は
、
袴
の
紐ひ

も

や＊

背は
い

囊の
う

の
紐
を
垂た

ら

し
て
い
る
生
徒
を

見み

附つ

け
る
と
、側そ

ば

へ
寄
っ
て
行
っ
て
ツ
ン
ツ
ン
と
引
っ
張
っ
た
。
口
喧
し
い
癖
に
、

そ
の
仕
草
が
子
供
っ
ぽ
く
て
、
注
意
さ
れ
る
生
徒
は
自お

の

ず
と
顔
を
綻
ば
す
の
で

あ
っ
た
。
中
に
は
、注
意
を
さ
れ
る
と
遣や

り
返か

え

し
、押お

し

問も
ん

答ど
う

す
る
の
が
面
白
さ
に
、 

わ
ざ
と
袴
や
背
囊
の
紐
を
垂
ら
し
て
お
い
て
、
各
務
先
生
か
ら
注
意
さ
れ
る
の
を

待
ち
設
け
て
い
る
生
徒
も
あ
っ
た
。
⑴
僕
な
ど
も
、
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。

　

各
務
先
生
が
洋
服
を
着
て
来
る
と
、
生
徒
は
わ
あ
ッ
と
囃は

や

し
立
て
た
。
各
務
先

生
が
洋
服
を
着
て
来
る
と
言
え
ば
、
修
学
旅
行
か
運
動
会
の
時
に
限
ら
れ
て
い
た
。 

そ
れ
も
時
代
遅
れ
の
、
恐
ら
く
明
治
三
十
年
前
後
の
も
の
と
覚
し
い
洋
服
で
、
最
も

人ひ
と

眼め

を
驚
か
し
た
の
は
、
そ
の
ネ
ク
タ
イ
で
あ
っ
た
。
な
ん
だ
か
、
ネ
ル
地
か
毛 

ば
立
っ
た
羅ら

紗し
ゃ

の
よ
う
な
柄
で
、
そ
れ
が
途＊

法
も
な
く
大
き
く
、
胸
高
に
結
ば
れ 

て
い
る
の
だ
っ
た
。

3
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そ
う
言
う
各
務
先
生
は
、
悪
戯
と
知
っ
て
か
知
ら
い
で
か
、
怒
り
も
し
な
け
れ
ば

咎と
が

め
も
し
な
い
。
勿
論
裏
を
掻か

こ
う
と
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
真
面
目
な
の
で 

あ
る
。
そ
の
顔
を
見
て
も
、
微み

塵じ
ん

の
冗
談
気
も
な
い
。
有
る
が
儘ま

ま

の
も
の
を
、
ま 

と
も
に
、
本
気
に
な
っ
て
相
手
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
本
気
な
と
こ

ろ
が
、
如
何
な
る
洒し

ゃ
れ落

や
冗
談
口
よ
り
も
可お

か笑
し
い
の
で
、
各
務
先
生
が
そ
ん
な 

ふ
う
に
言
う
と
、
み
ん
な
思
わ
ず
笑
い
出
す
の
で
あ
っ
た
。
⑶
そ
れ
で
僕
の
悪
戯 

も
望
み
を
達
す
る
わ
け
で
あ
っ
た
が
、
各
務
先
生
は
、
非
常
に
す
ぐ
れ
た
心
理
家
だ 

っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

榎
本
武
重
君
は
、
黒
板
に
出
て
問
題
を
解
い
た
時
、
窓
雨
生
と
署
名
し
て
席
に
戻
っ
て

来
た
。

「
こ
の
問
題
を
解
い
た
の
は
、
誰
か
ね
。」
と
各
務
先
生
は
生
徒
の
顔
を
見
渡
し
た
。

「
は
い
、
私
で
あ
り
ま
す
。」
と
榎
本
君
は
ニ
コ
ニ
コ
し
な
が
ら
答
え
た
。

「
君
は
窓
雨
と
い
う
名
前
な
の
か
ね
。」

「
い
い
え
、
そ
れ
は
私
の
号
で
あ
り
ま
す
。」
榎
本
君
は
、
教
科
書
に
も
筆
記
帳
に 

も
、
す
べ
て
榎
本
窓
雨
と
署
名
し
て
い
る
の
だ
っ
た
。

「
号
？
」
と
各
務
先
生
は
聞
き
返
し
た
。
み
ん
な
笑
っ
た
。

「
は
い
、
私
は
雨
の
日
に
、
窓
か
ら
外
を
眺
め
て
い
ま
し
て
、
雨
の
滴
が
軒
か
ら
ポ

タ
ポ
タ
落
ち
る
の
を
見
て
い
る
の
が
、
と
て
も
好
き
な
も
ん
で
す
か
ら
。」

　

真
面
目
臭
っ
て
、
榎
本
君
が
そ
う
答
え
た
の
で
、
教
室
中
は
ど
よ
め
い
た
。
そ
の

時
く
ら
い
、
各
務
先
生
が
困
っ
た
顔
を
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
先
生
は
、
小
指
の

先
の
伸
び
た
爪
で
、
皺し

わ

ん
だ
頬ほ

っ
ぺ
た
を
掻
き
な
が
ら
、
苦
笑
い
を
す
る
き
り
で 

二
の
句
が
継
げ
な
か
っ
た
。
詩
的
感
傷
く
ら
い
、
各
務
先
生
に
と
っ
て
苦
手
な
も
の

は
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
榎
本
君
は
ま
ん
ま
と
、
各
務
先
生
を
攻
略
し
た
の
で

あ
っ
た
。

　

雨
と
言
え
ば
、
梅
雨
頃
の
或
る
小こ

雨さ
め

の
そ
ぼ
降
る
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
雨
に 

濡ぬ

れ
た
カ
ナ
リ
ヤ
が
一
羽
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
飛
ん
で
来
て
、
二
階
の
手て

摺す
り

に 

止と
ま

り
、
そ
れ
か
ら
廊
下
に
降
り
て
、
教
室
の
中
へ
這
い
込
ん
で
来
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

と
コ＊

ム
パ
ス
と
を
持
っ
て
、
教
室
に
現あ

ら

わ
れ
、
教
室
を
出
て
行
く
だ
け
で
あ
っ
た
。

他
の
こ
と
は
、
何
も
し
な
か
っ
た
。
何
も
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
た
だ
、
そ
れ
だ
け

で
あ
っ
た
。
三
十
年
に
余
る
間
、
た
だ
、
そ
れ
だ
け
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
思
い
き
や
、

そ
の
間
に
、
Ｎ
中
学
の
精
神
が
、
こ
の
先
生
に
よ
っ
て
体
現
せ
ら
れ
て
み
よ
う
と
は
。 

そ
し
て
そ
れ
が＊

恪か
っ

勤き
ん

精せ
い

励れ
い

だ
と
か
、
温
厚
篤
実
だ
と
か
、
そ
ん
な
面
白
く
も
な 

い
辞
令
で
片
附
け
ら
れ
る
も
の
と
訳
が
違
う
こ
と
は
勿も

ち

論ろ
ん

で
あ
る
。
若も

し
そ
れ
だ

け
の
こ
と
で
あ
る
な
ら
、
あ
れ
ほ
ど
多
く
の
校
友
に
親
し
ま
れ
た
り
懐な

つ
か

し
が
ら
れ 

た
り
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
十
年
経た

っ
て
も
二
十
年
経
っ
て
も
、
僕
達
に
忘

れ
ら
れ
な
い
の
は
、あ
の
各
務
先
生
の
孤
独
に
徹
し
た
風
格
と
人
間
味
な
の
で
あ
る
。

　

各
務
先
生
は
、
物
理
学
校
の
古
い
出
身
だ
と
か
で
、
十
年
一
日
の
如ご

と

く
、＊

菊き
く 

池ち

大だ
い

麓ろ
く

の
幾
何
の
本
を
使
っ
て
い
た
。
そ
の
本
の
こ
と
な
ら
、
隅
か
ら
隅
ま
で
知

り
悉つ

く

し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
代か

わ

り
、
新
し
い
教
科
か
ら
遅
れ
て
い
た
こ 

と
も
否い

な

め
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
各
務
先
生
が
素
手
で
も
っ
て
線
を
引
い
た 

り
円
を
描
い
た
り
す
る
と
、
定
規
や
コ
ム
パ
ス
を
使
っ
た
と
同
じ
で
あ
っ
た
。a+ b

や
、a- b

な
ど
の
式
が
長
く
つ
づ
い
て
、
そ
れ
を
小
括
弧
や
中
括
弧
が
か
か
っ
て
い

る
の
を
見
る
と
、
虫
が
這は

っ
て
い
る
よ
う
に
綺き

麗れ
い

だ
っ
た
。
⑵
そ
し
て
そ
れ
ら
の 

式
は
、
蚕
が
糸
を
吐
き
出
す
よ
う
に
、
各
務
先
生
の
白
墨
か
ら
吐
き
出
さ
れ
た
。 

式 

を
書
く
合
い
間
合
い
間
に
は
、
怠
け
者
や
悪い

た
ず
ら戯
者も

の

を
ガ
ミ
ガ
ミ
叱
り
つ
け
て
、 

口
か
ら
泡
を
飛
ば
し
た
り
し
て
い
る
が
、
し
か
し
時
間
が
終お

わ

る
と
、
も
う
け
ろ
り

と
し
て
手
を
は
た
き
、
油
気
の
な
い
頭
や
色い

ろ

褪あ

せ
た
紋
附
に
白
墨
の
粉
を
か
ぶ
っ

た
ま
ま
、
教
壇
を
降
り
て
行
く
の
だ
っ
た
。

　

或あ

る
時
僕
は
、
黒
板
に
出
て
幾
何
の
問
題
を
解
か
さ
れ
た
の
で
、「
角
Ａ
ト
角
Ｂ

ノ
等
シ
キ
コ
ト
ハ
火
ヲ
睹み

ル
ヨ
リ
モ
明あ

き
ら

カ
ナ
リ
」
と
答こ

た
え

を
書
い
て
帰
っ
て
来
た
。 

す
る
と
各
務
先
生
は
、黒
板
拭
き
を
取
っ
て
、そ
れ
を
消
し
な
が
ら
直
す
の
で
あ
っ
た
。

「
火
ヲ
睹
ル
ヨ
リ
モ
明
カ
ナ
リ
は
余
計
だ
ね
。
故
ニ
角
Ａ
ト
角
Ｂ
相
等
シ
で
十
分
で

あ
る
。」
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「
い
い
え
、
私
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。」
と
小
菅
君
は
含
み
笑
い
を
し
な
が
ら
答
え
た
。

「
君
だ
ろ
う
。」

「
い
い
え
。」

「
君
だ
ろ
う
。」

「
い
い
え
。」

　

小
菅
君
の
前
後
に
並
ん
だ
二に

三さ
ん

人
が
二
本
指
の
追
及
を
受
け
た
が
、
勿
論
み
な
知

ら
ぬ
存
ぜ
ぬ
で
あ
っ
た
。
す
る
と
、
あ
の
榎
本
窓
雨
君
が
、
窓ま

ど

際ぎ
わ

の
席
か
ら
言
っ
た
。

「
先
生
、
カ
ナ
リ
ヤ
は
さ
っ
き
、
こ
の
窓
か
ら
飛
ん
で
行
き
ま
し
た
よ
。」

　
⑸
み
ん
な
笑
っ
た
。 

榎
本
君
が
指
差
す
窓
の
外
に
は
、
小
雨
が
煙
っ
て
、
軒の

き

端ば 

か
ら
は
誂あ

つ
ら

え
向
き
に
雨
の
雫し

ず
く

が
落
ち
て
い
た
。
先
生
も
腰
を
折
ら
れ
た
形
で
、 

途
端
に
何な

に

喰く

わ
ぬ
顔
に
返
っ
て
、
新
し
い
説
明
に
取
り
か
か
っ
た
。

（
上
林
曉
「
孤
独
先
生
」
に
よ
る
）　

〔
注
〕
背は
い

囊の
う 

― 

―
学
生
な
ど
が
物
品
を
入
れ
て
背
に
負
う
方
形
の
か
ば
ん
。

　
　
　

途
法 

― 

―
「
途
方
」
に
同
じ
。

　
　
　

三
席 

― 

―
主
席
、
次
席
に
次
ぐ
立
場
。

　
　
　

匆そ
う

々そ
う 

― 

―
あ
わ
た
だ
し
い
様
子
。

　
　
　

コ
ム
パ
ス 

― 

―
「
コ
ン
パ
ス
」
に
同
じ
。

　
　
　

恪か
っ

勤き
ん

精せ
い

励れ
い 

― 

―
自
分
の
仕
事
や
学
業
に
一
生
懸
命
励
む
こ
と
。

　
　
　

菊き
く

池ち

大だ
い

麓ろ
く 

― 

―
明
治
時
代
か
ら
大
正
時
代
の
数
学
者
。

授
業
は
丁
度
各
務
先
生
の
時
間
で
、
入
口
に
近
く
坐す

わ

っ
た
酒
井
保
君
が
つ
と 

席
を
立
っ
て
カ
ナ
リ
ヤ
を
摑つ

か

み
、
各
務
先
生
の
反
応
を
試た

め
す
か
の
如
く
、
そ

れ
を
教
卓
の
上
に
持
っ
て
行
っ
た
。

「
先
生
、
カ
ナ
リ
ヤ
が
飛
ん
で
来
ま
し
た
。」

　

そ
れ
を
見
る
と
、
各
務
先
生
は
色
を
為な

し
て
叫
ん
だ
。

「
君
、
何
要
ら
ん
こ
と
を
す
る
の
か
。
も
と
の
と
こ
ろ
へ
置
い
と
き
給た

ま

え
。」

　

酒
井
君
は
ま
た
カ
ナ
リ
ヤ
を
摑
ん
で
、
も
と
の
と
こ
ろ
へ
持
っ
て
行
っ
た
。
各

務
先
生
は
、
そ
れ
な
り
カ
ナ
リ
ヤ
な
ん
か
見
向
き
も
せ
ず
、
黒
板
に
向む

か

っ
て
、
数
式 

を
示
し
な
が
ら
、
説
明
を
つ
づ
け
た
。
し
か
し
、
生
徒
の
注
意
は
も
は
や
そ
こ
に

は
な
か
っ
た
。
カ
ナ
リ
ヤ
の
一
挙
一
動
に
聚あ

つ
ま

っ
て
い
た
。
人ひ

と

怯お

じ
せ
ぬ
カ
ナ
リ
ヤ 

は
徐
々
に
這
っ
て
、
教
壇
に
上
り
、
そ
れ
か
ら
、
何
思
っ
た
か
、
教
卓
の
上
に
飛
び

上
っ
た
の
で
あ
る
。
カ
ナ
リ
ヤ
は
眼
下
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
各
務
先
生
は
見

向
き
も
し
な
い
。
カ
ナ
リ
ヤ
は
濡
れ
た
姿
で
、
寒
そ
う
に
、
教
卓
の
上
に
蹲

う
ず
く
ま

っ
た
。

　

新
し
い
数
式
を
書
く
必
要
が
あ
っ
て
、各
務
先
生
は
黒
板
に
向
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。 

少
し
手
間
取
っ
て
る
隙
を
狙
っ
て
、
教
卓
の
真
ん
前
の
席
に
い
た
小
菅
達
道 

君
が
、
ひ
ょ
い
と
手
を
伸
し
て
カ
ナ
リ
ヤ
を
摑
み
、
ふ
と
こ
ろ
に
入
れ
て
素
知
ら
ぬ 

顔
し
て
い
た
。
各
務
先
生
は
式
を
書
き
終
え
て
し
ま
う
と
、
こ
ち
ら
を
振ふ

り

向
い
た
。

そ
の
拍
子
に
、
思
わ
ず
視
線
が
教
卓
の
上
に
落
ち
た
。
各
務
先
生
と
し
て
は
、
不
覚

の
こ
と
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
、
カ
ナ
リ
ヤ
の
姿
は
、
影
も

形
も
見
え
な
か
っ
た
。
ま
る
で
手
品
の
よ
う
な
塩あ

ん

梅ば
い

で
あ
る
。
皆
が
囃
し
立
て
る 

よ
う
に
声
を
挙
げ
た
。
そ
の
笑
い
で
、
各
務
先
生
は
総す

べ

て
を
察
し
た
の
に
ち
が
い 

な
い
。

⑷ 「
誰
だ
、
こ
こ
に
い
た
小
鳥
を
取
っ
た
者
は
。」
と
各
務
先
生
は
、
額
に
筋
を
立

て
て
、
詰
め
寄
る
よ
う
に
叫
ん
だ
。 

そ
し
て
先ま

ず
、
特
徴
あ
る
癖
の
、
中
指
と
人ひ

と 

差さ
し

指ゆ
び

の
二
本
指
し
で
、
ま
ん
前
の
小
菅
君
を
責
め
た
。

「
君
だ
ろ
う
。」
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〔
問
２
〕 ⑵
そ
し
て
そ
れ
ら
の
式
は
、
蚕
が
糸
を
吐
き
出
す
よ
う
に
、
各
務
先
生
の
白

墨
か
ら
吐
き
出
さ
れ
た
。 

と
あ
る
が
、
こ
の
表
現
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と

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

ア　

各
務
先
生
が
黒
板
に
白
墨
で
書
い
た
数
式
が
、
単
調
で
は
あ
る
も
の
の
次
々
と

書
か
れ
て
い
く
う
ち
に
、
そ
れ
が
秩
序
な
く
黒
板
を
埋
め
尽
く
し
て
い
く
様
子
を

簡
潔
に
表
現
し
て
い
る
。

イ　

各
務
先
生
が
黒
板
に
白
墨
で
書
い
た
数
式
が
、
古
い
教
え
方
に
こ
だ
わ
っ
て
書

か
れ
て
い
く
の
で
、
長
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
読
み
に
く
く
な
っ
て
い
く
様
子
を
皮

肉
で
表
現
し
て
い
る
。

ウ　

各
務
先
生
が
黒
板
に
白
墨
で
書
い
た
数
式
が
、
手
当
た
り
次
第
に
書
か
れ
て
い

く
よ
う
に
見
え
て
、
実
は
正
確
で
計
画
的
な
も
の
で
あ
っ
た
様
子
を
逆
説
的
に
表

現
し
て
い
る
。

エ　

各
務
先
生
が
黒
板
に
白
墨
で
書
い
た
数
式
が
、
複
雑
な
も
の
で
あ
っ
て
も
よ
ど

み
な
く
書
か
れ
て
い
き
、
そ
れ
が
整
然
と
形
を
成
し
て
い
く
様
子
を
比
喩
的
に
表

現
し
て
い
る
。

〔
問
１
〕 ⑴
僕
な
ど
も
、
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。 

と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
「
僕
」
の

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

ア　

各
務
先
生
の
大
人
げ
な
い
所
作
が
見
ら
れ
る
の
を
期
待
し
て
わ
ざ
わ
ざ
各
務
先

生
の
気
を
引
き
、
囃
し
立
て
る
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
様
子
。

イ　

各
務
先
生
と
言
い
合
い
に
な
る
の
を
期
待
し
て
意
図
的
に
各
務
先
生
の
目
を
引

く
行
動
を
仕
掛
け
、
指
導
さ
れ
る
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
様
子
。

ウ　

各
務
先
生
に
や
り
込
め
ら
れ
る
の
を
期
待
し
て
故
意
に
校
則
に
反
す
る
風
を
よ

そ
お
い
、
各
務
先
生
と
口
論
で
き
る
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
様
子
。

エ　

各
務
先
生
と
意
地
の
張
り
合
い
に
な
る
の
を
期
待
し
て
あ
え
て
反
抗
的
な
態
度

を
と
り
、
各
務
先
生
を
逆
上
さ
せ
る
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
様
子
。
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〔
問
４
〕 ⑷「
誰
だ
、
こ
こ
に
い
た
小
鳥
を
取
っ
た
者
は
。」
と
各
務
先
生
は
、
額
に 

筋
を
立
て
て
、
詰
め
寄
る
よ
う
に
叫
ん
だ
。 

と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
各
務 

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

ア　

生
徒
の
笑
い
声
が
気
に
か
か
っ
て
振
り
向
い
た
瞬
間
に
か
ら
か
わ
れ
た
こ
と
に

気
づ
き
、
数
式
の
理
解
も
そ
こ
そ
こ
に
し
て
自
分
を
冷
や
か
そ
う
と
す
る
態
度
を

叱
責
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

イ　

振
り
向
い
た
瞬
間
に
つ
い
教
卓
の
上
に
目
を
や
っ
て
カ
ナ
リ
ヤ
が
い
な
い
の
に

気
づ
き
、
生
徒
が
授
業
に
集
中
せ
ず
カ
ナ
リ
ヤ
を
隠
し
て
自
分
を
か
ら
か
っ
て
い

る
こ
と
に
憤
慨
し
て
い
る
。

ウ　

自
分
の
言
い
つ
け
通
り
に
生
徒
が
動
い
た
こ
と
を
承
知
し
て
は
い
る
も
の
の
、

冷
た
い
雨
の
中
に
カ
ナ
リ
ヤ
を
放
し
て
し
ま
う
生
徒
た
ち
の
非
情
さ
に
失
望
し
て

落
胆
し
て
い
る
。

エ　

生
徒
が
カ
ナ
リ
ヤ
に
驚
く
ほ
ど
関
心
を
抱
い
て
い
る
こ
と
を
承
知
し
て
は
い
る

も
の
の
、
生
き
物
を
少
し
も
大
切
に
し
な
い
で
粗
雑
に
扱
う
生
徒
の
態
度
に
困
惑

し
て
い
る
。

〔
問
３
〕 ⑶
そ
れ
で
僕
の
悪
戯
も
望
み
を
達
す
る
わ
け
で
あ
っ
た
が
、
各
務
先
生

は
、
非
常
に
す
ぐ
れ
た
心
理
家
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。 

と
あ
る
が
、 

「
各
務
先
生
は
、
非
常
に
す
ぐ
れ
た
心
理
家
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
」
と

「
僕
」
が
考
え
る
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　
「
僕
」
の
悪
ふ
ざ
け
を
理
解
し
つ
つ
も
平
然
と
応
対
す
る
こ
と
が
、
生
徒
た
ち
を

満
足
さ
せ
る
に
は
最
適
な
方
法
で
あ
る
と
、
あ
た
か
も
全
て
を
見
通
し
た
う
え
で

の
対
応
で
あ
っ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
か
ら
。

イ　
「
僕
」
の
悪
ふ
ざ
け
に
対
し
て
、
諭
す
よ
う
に
導
く
こ
と
が
生
徒
た
ち
に
数
学
を

正
し
く
理
解
さ
せ
る
に
は
効
果
的
な
方
法
で
あ
る
と
、
事
態
を
冷
静
に
分
析
し
た

う
え
で
の
対
応
で
あ
っ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
か
ら
。

ウ　
「
僕
」
の
悪
ふ
ざ
け
で
気
分
を
害
し
な
が
ら
も
知
ら
な
い
ふ
り
を
し
て
や
り
過
ご

す
こ
と
が
、
生
徒
に
反
省
を
促
す
に
は
合
理
的
な
方
法
で
あ
る
と
、
感
情
を
抑
制

し
た
う
え
で
の
対
応
で
あ
っ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
か
ら
。

エ　
「
僕
」
の
悪
ふ
ざ
け
の
裏
に
あ
る
反
抗
心
を
見
抜
き
、
要
点
の
み
を
指
摘
す
る
こ

と
が
「
僕
」
を
他
の
生
徒
の
非
難
か
ら
守
る
に
は
最
良
な
方
法
で
あ
る
と
、
確
信

を
得
た
う
え
で
の
対
応
で
あ
っ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
か
ら
。
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〔
問
６
〕
本
文
の
内
容
や
表
現
に
つ
い
て
述
べ
た
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、

次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

校
内
で
見
か
け
る
各
務
先
生
の
動
作
や
外
見
を
写
実
的
に
描
写
す
る
こ
と
で
、

主
人
公
の
「
僕
」
が
感
じ
る
各
務
先
生
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
で
一
定
し
な
い
人
柄
を

印
象
的
に
表
し
て
い
る
。

イ　

Ｎ
中
学
が
発
展
し
て
い
く
ま
で
の
沿
革
と
各
務
先
生
の
略
歴
を
重
ね
て
語
る
こ

と
で
、
各
務
先
生
の
教
員
と
し
て
大
成
し
て
い
く
様
子
が
相
対
的
に
強
調
さ
れ
て

伝
わ
る
よ
う
に
工
夫
し
て
い
る
。

ウ　

時
代
に
よ
る
変
化
に
直
面
す
る
学
校
の
様
子
と
各
務
先
生
の
三
十
年
に
余
る
教

員
人
生
を
対
比
的
に
描
く
こ
と
で
、
各
務
先
生
が
教
育
に
愚
直
に
向
か
う
様
子
を

印
象
的
に
描
い
て
い
る
。

エ　

他
の
先
生
の
教
師
ら
し
か
ら
ぬ
数
々
の
行
為
を
挙
げ
連
ね
る
こ
と
で
、
教
育
に

勤
勉
に
取
り
組
ま
な
い
他
の
教
師
を
各
務
先
生
が
批
判
的
に
見
て
い
た
こ
と
を
暗

に
示
し
て
い
る
。

〔
問
５
〕 ⑸
み
ん
な
笑
っ
た
。 

と
あ
る
が
、
な
ぜ
「
み
ん
な
笑
っ
た
」
の
か
。
解
答
欄
の 

「
こ
と
が
面
白
か
っ
た
か
ら
。」
に
続
く
よ
う
に
六
十
字
以
上
八
十
字
以
内

で
説
明
せ
よ
。
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際
に
私
た
ち
を
動
か
す
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
理
想
は
私
た
ち
の
動
力
で
あ
る
。
私

た
ち
を
導
く
こ
と
を
通
し
て
、
理
想
は
私
た
ち
の
生
に
意
味
を
与
え
る
。

　

し
か
し
、
理
想
は
必
ず
し
も
憧
れ
の
対
象
と
い
う
形
を
と
ら
な
い
。
と
き
に
目
に

見
え
る
形
を
と
ら
ず
に
、
理
想
は
「
問
い

0

0

」
と
い
う
形
式
を
と
る
こ
と
が
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
問

い
は
答
え
を
予
想
し
て
お
り
、
そ
の
答
え
が
理
想
と
な
っ
て
、
問
う
私
た
ち
自
身
を

導
く
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
自
分
は
本
当
は
何
を
し
た
い
の
だ
ろ
う
」
と
問
い 

つ
つ
生
き
て
い
る
と
し
よ
う
。
こ
の
場
合
、
本
当
に
し
た
い
こ
と
を
探
し
つ
つ
生
き

て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
う
し
た
問
い
が
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
本
当
に
し
た
い
こ
と

は
見
つ
か
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
問
い
が
あ
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
「
し
た
い
こ 

と
」
が
姿
を
表
す
の
で
あ
る
。
⑵
い
わ
ば
、
問
い
が
意
味
を
導
く
の
で
あ
る
。

　

逆
に
言
え
ば
、
問
い
に
対
す
る
答
え
の
表
象
が
憧
れ
を
も
た
ら
す
。
憧
れ
を
も
つ

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
は
、
そ
し
て
夢
が
私
た
ち
の
生
き
る
意
味
を
与
え
て
く
れ

る
と
い
う
の
は
、
幸
せ
な
こ
と
で
あ
る
。
理
想
に
よ
っ
て
意
味
が
与
え
ら
れ
て
い
る

か
ぎ
り
、
す
べ
て
の
も
の
の
意
味
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
理
想
は

世
界
を
照
ら
し
出
す
光
で
あ
る
と
さ
え
言
え
る
。
何
の
た
め
に
生
き
て
い
る
の
か
、

そ
の
答
え
は
理
想
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。生
き
て
い
る
こ
と
の
意
味
も
ま
た
、

理
想
が
与
え
て
く
れ
る
。
生
き
る
意
味
を
も
つ
こ
と
は
幸
福
で
あ
る
。

　

私
た
ち
は
重
層
的
な
観
点
を
も
ち
、
自
ら
が
も
ち
う
る
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
を
使
い

分
け
る
こ
と
で
、
世
界
の
中
で
生
き
て
い
る
。
目
の
前
に
な
い
可
能
性
に
つ
い
て
も

さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
検
討
し
、
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
ま
さ
に
私
た
ち

が
重
層
的
な
観
点
を
獲
得
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
私
た
ち
は
さ
ら
に
、
現
実
と
は

異
な
る
理
想
ま
で
も
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
理
想
や
問
い
を
抱
き
つ
つ
、
こ
の
世
界

が
動
い
て
い
く
そ
の
先
端
へ
と
自
ら
進
み
出
て
、
歴
史
の
創
造
の
瞬
間
に
立
つ
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
と
き
私
た
ち
は
か
つ
て
の
人
間
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
こ
の
世
界
を

作
り
上
げ
る
こ
と
に
参
加
し
て
い
る
と
感
じ
、
か
つ
彼
ら
の
気
持
ち
を
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
感
じ
る
。
今
は
亡な

き
、
過
去
の
世
界
を
突
き
動
か
し
て
い
た
人
物
た

ち
の
思
い
を
、
自
ら
が
反
復
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
で
、
私
た
ち
は
偉
大
な

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。

　
　

気
恥
ず
か
し
く
と
も
改
め
て
こ
う
言
お
う
、
夢
や
理
想
は
現
実
を
導
く
力
を
も
っ 

て
い
る
、
と
。
そ
も
そ
も
、
現
実
と
異
な
る
世
界
を
思
い
描
く
こ
と
な
し
に
は
、
ど

う
し
て
現
実
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
ど
う
し
て
よ
り
良
い
生
へ
と
向

か
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
現
実
と
異
な
る
世
界
を
思
い
描
く
こ
と
、

そ
れ
に
よ
っ
て
私
た
ち
の
行
為
に
意
味
を
与
え
、
私
た
ち
の
生
を
意
味
で
充
実
さ
せ

る
こ
と
、
こ
れ
は
私
た
ち
が
も
つ
立
派
な
能
力
で
あ
る
。

　

現
実
と
は
異
な
る
積
極
的
な
力
が
理
想
に
は
あ
り
、
そ
れ
は
現
実
に
新
た
な
意
味

を
与
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
現
在
の
な
か
に
ど
っ
ぷ
り
と
つ
か
っ
て
い
る
か

ぎ
り
、
既
存
の
現
実
に
寄
り
添
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
何
ら
の
可
能

性
を
も
出
て
こ
な
い
。
夢
や
理
想
を
も
つ
こ
と
が
な
い
の
な
ら
ば
、
い
っ
た
い
何
が

わ
れ
わ
れ
を
こ
の
現
実
か
ら
抜
け
出
さ
せ
て
く
れ
る
の
か
。
私
た
ち
は
夢
や
理
想
が

あ
る
か
ら
こ
そ
そ
こ
へ
向
か
っ
て
努
力
す
る
し
、
世
界
を
変
え
て
い
く
こ
と
が
で
き

る
。
理
想
は
た
ん
に
現
実
離
れ
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
現
実
の
中
で
現
実
を
導
く

と
い
う
重
大
な
働
き
を
な
し
て
い
る
。
そ
れ
は
可
能
的
で
あ
り
つ
つ
私
た
ち
を
動
か

す
。
将
来
に
実
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
い
ま
だ
ど
こ
に
も
な
い
も
の
で
あ
り 

な
が
ら
、
人
々
を
そ
こ
へ
導
く
。
⑴
こ
う
し
た
現
実
の
作
用
を
発
揮
し
な
が
ら
、 

現
実
に
意
味
を
与
え
て
い
る
。

　

い
わ
ゆ
る
目
的
論
的
な
世
界
観
や
、
理
想
主
義
な
ど
を
、
こ
こ
で
持
ち
出
す
ま
で

も
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
目
的
論
的
に
し
か
、
つ
ま
り
何
か
の
目
的
に
向
か
う
も

の
と
し
て
し
か
、
う
ま
く
意
味
が
与
え
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
代
表
的
な
の
は
有

機
的
な
自
然
、
つ
ま
り
「
生
命
」
を
め
ぐ
る
自
然
で
あ
る
。
そ
し
て
「
理
想
」
も
ま

た
目
的
の
一
種
で
あ
る
。
も
し
「
理
想
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
何
か
し
ら
有
益

な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
理
想
と
い
う
も
の
を
、
そ
こ
へ
私
た
ち
を
引
き
寄
せ
る

力
を
も
ち
、
目
的
と
な
る
こ
と
で
そ
こ
へ
向
か
う
力
を
引
き
出
す
何
か
と
し
て
、
正

当
に
評
価
し
て
い
る
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
ど
こ
に
も
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実

4
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は
本
当
に
は
何
が
し
た
い
の
か
」
と
問
う
場
合
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
っ
た
問
い
は
、

「
い
ま
自
分
の
し
て
い
る
こ
と
が
本
当
は
し
た
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
」 

と
い
う
疑
問
の
も
と
に
発
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
問
わ
な
け
れ
ば
、

本
当
に
し
た
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
だ
け
だ
ろ
う
。
つ
ま

り
、
問
う
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
欲
求
や
欲
望
を
整
理
し
、
そ
こ
に
秩
序
を
も
た
ら

し
た
り
変
化
さ
せ
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
来
な
ら
そ
れ
ほ
ど
し
た
い
わ
け
で

は
な
い
の
に
し
て
い
る
こ
と
の
中
か
ら
、
本
当
に
し
た
い
こ
と
を
選
び
出
す
と
い
う

の
は
、
た
ん
に
認
識
を
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
自
己
を
変
え
る
行
為
な
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
認
識
を
と
も
な
う
働
き
か
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
し
た
い
わ

け
で
は
な
い
も
の
を
整
理
し
て
、そ
こ
か
ら
本
当
の
欲
求
を
選よ

り
分
け
る
た
め
に
は
、 

認
識
だ
け
で
な
く
自
己
へ
の
働
き
か
け
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
、 

「
私
を
知
ろ
う
と
す
る
私
」
を
め
ぐ
る
困
難
よ
り
も
、「
私
を
変
え
よ
う
と
す
る 

私
」
を
め
ぐ
る
困
難
の
ほ
う
が
、
よ
り
切
実
で
あ
る
。
⑸
両
者
は
似
て
い
る
よ
う 

に
見
え
る
が
、
大
き
く
異
な
っ
て
も
い
る
。

　

哲
学
的
に
よ
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
前
者
が
、
知
的
な
関
心
の
枠
内
に
収
ま
る
も
の

で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
論
じ
て
き
た
。
私
を
知
ろ
う
と
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も

自
身
へ
の
気
づ
き
を
前
提
と
し
た
上
で
の
こ
と
で
あ
る
が
、
対
象
と
し
て
の
自
己
を

知
る
こ
と
は
対
象
認
識
の
一
環
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
自
己
を
変
え
よ
う
と
い

う
の
は
、
変
え
ら
れ
る
自
己
と
変
え
る
自
己
と
の
同
一
性
は
も
は
や
崩
れ
て
い
る
。

変
え
よ
う
と
す
る
自
己
は
、
す
で
に
変
え
ら
れ
る
自
己
と
は
同
じ
と
こ
ろ
に
立
っ
て

い
な
い
。
少
な
く
と
も
、
自
己
を
知
る
自
己
が
、
二
つ
の
自
己
の
同
一
性
を
前
提
と

せ
ざ
る
を
得
な
い
の
と
は
、
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。

　

自
己
を
変
じ
る
自
己
は
、
二
つ
の
自
己
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
強
く
要
求
す
る
こ

と
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
二
つ
の
自
己
が
ま
っ
た
く
別
で
あ
れ
ば
困
る
け
れ
ど
も
、

し
か
し
自
己
認
識
の
場
合
と
は
異
な
り
、
ま
さ
に
自
己
を
変
え
た
い
わ
け
だ
か
ら
、

変
え
る
側
の
自
己
は
む
し
ろ
ど
う
で
も
良
い
の
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
変
え
ら
れ

る
側
の
自
己
の
状
態
の
み
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
自
己
は
非
同
一
的

0

0

0

0

0

0

0

る
生
命
の
連
続
性
を
認
め
、
脈
々
と
続
い
て
き
た
も
の
を
新
た
に
反
復
す
る
こ
と
と 

し
て
、
生
き
る
こ
と
を
理
解
す
る
。
⑶
私
た
ち
の
具
体
的
な
あ
り
方
と
は
、
こ
う 

し
た
豊
か
さ
を
も
つ
。

　

さ
て
、
物
事
を
多
角
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
、
理
想
や
問
い
を
も
も
つ
自
己
は
、

自
己
を
変
え
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
自
己
に
よ
る
決
定
の
一
つ
と
し
て
の
行
為
は
、

外
を
変
え
る
と
い
う
動
き
で
あ
り
、
基
本
的
に
身
体
を
介
し
た
運
動
を
と
も
な
っ
て

い
る
。
だ
が
、
そ
れ
と
は
別
に
ま
た
、
内
を
変
え
よ
う
と
す
る
行
為
も
あ
る
。
こ
れ

は
身
体
を
介
し
た
運
動
を
と
も
な
う
と
は
言
い
に
く
く
、
自
分
の
心
へ
の
訴
え
か
け

や
働
き
か
け
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
⑷
も
っ
と
も
、
外
を
変
え
る
行
為
で
さ
え
も
、
外
へ
と
一
方
向
的
に
向
か
っ
て 

い
く
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。 

私
た
ち
自
身
が
行
為
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

点
で
は
、
何
ら
か
の
仕
方
で
、
内
に
対
す
る
行
為
を
と
も
な
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。

何
か
の
行
動
を
し
よ
う
と
し
て
も
、
行
動
に
踏
み
出
せ
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ふ

れ
た
こ
と
で
あ
る
し
、
行
動
に
踏
み
出
す
た
め
に
自
身
に
働
き
か
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
場
面
は
大
変
に
多
い
。
外
が
抵
抗
を
み
せ
る
の
と
同
じ
く
、
内
も
ま
た
時
に
抵

抗
を
み
せ
る
。
そ
し
て
両
者
は
時
に
連
動
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ど
ち
ら
が
内
で
、

ど
ち
ら
が
外
か
、
決
め
難が

た

い
こ
と
も
あ
る
。

　

私
た
ち
は
欲
望
に
駆
ら
れ
る
と
同
時
に
、
欲
望
と
も
言
え
な
い
何
か
に
よ
っ
て
内

側
か
ら
支
配
さ
れ
て
い
る
と
も
感
じ
て
い
る
。
何
か
に
よ
っ
て
刷
り
込
ま
れ
た
義
務

感
や
道
徳
心
が
、
内
側
か
ら
自
分
に
命
令
し
て
く
る
と
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ

れ
は
「
気
づ
き
」
に
よ
っ
て
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で

も
な
お
、
性
格
や
性
向
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
、
自
ら
を
内
側
か
ら
規
定
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
変
え
た
い
と
私
た
ち
自
身
が
思
う
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
何
か
に
依

存
し
て
し
ま
う
自
分
を
変
え
た
い
と
き
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
外
へ
の
働

き
か
け
と
同
等
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
、
内
へ
の
働
き
か
け
は
難
し
い
。

　

自
分
自
身
へ
と
働
き
か
け
る
と
き
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
場
合
が
あ
る
が
、
自
ら
の
内

へ
と
、
心
へ
と
働
き
か
け
る
と
き
に
典
型
的
な
の
は
、
先
に
も
例
に
挙
げ
た
「
自
分
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〔
問
１
〕 ⑴
こ
う
し
た
現
実
の
作
用
を
発
揮
し
な
が
ら
、
現
実
に
意
味
を
与
え
て 

い
る
。 

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

ア　

人
々
が
理
想
を
模
索
す
る
に
つ
れ
て
、
理
想
は
過
去
の
成
功
事
例
に
準
じ
る
よ

う
に
導
き
、
人
々
の
現
実
へ
の
認
識
を
新
し
い
も
の
に
す
る
と
い
う
こ
と
。

イ　

人
々
が
人
生
を
目
的
論
的
に
し
か
捉
え
な
い
た
め
、
理
想
は
非
現
実
的
な
推
進

力
を
帯
び
、
人
々
の
生
命
へ
の
認
識
を
新
し
い
も
の
に
す
る
と
い
う
こ
と
。

ウ　

人
々
が
理
想
の
実
現
は
困
難
だ
と
思
っ
て
い
て
も
、
理
想
は
現
実
の
捉
え
直
し

を
可
能
に
し
、
人
々
の
理
想
へ
の
認
識
を
新
し
い
も
の
に
す
る
と
い
う
こ
と
。

エ　

人
々
が
現
状
を
変
え
る
過
程
に
お
い
て
、
理
想
は
現
実
と
異
な
る
世
界
の
可
能

性
を
示
し
、
人
々
の
今
現
在
へ
の
認
識
を
新
し
い
も
の
に
す
る
と
い
う
こ
と
。

な
も
の
と
し

0

0

0

0

0

て0

、
自
ら
を
変
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
実
際
に
自
身
を
変
え
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
識
の
場
合
と
同
じ
く
ま

さ
に
対
象
に
か
か
わ
る
よ
う
に
し
て
自
身
へ
と
か
か
わ
る
の
で
あ
り
、
難
し
い
こ
と

が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
自
己
を
ま
さ
に
対
象
的
な
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
と
こ

ろ
に
あ
る
。
手
始
め
に
で
き
る
こ
と
は
、
物
体
的
な
こ
と
を
通
し
て
自
己
を
変
え
る

手
段
を
と
る
こ
と
だ
。
衣
服
を
変
え
て
み
れ
ば
、
部
屋
の
装
飾
を
変
え
て
み
れ
ば
、

気
分
が
変
わ
る
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
も
変
わ
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
う
し
た
手
段
に
よ
っ
て
変
え
ら
れ
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
た
め
に
、
自
ら
の
心

を
変
え
る
と
い
う
の
は
、
な
か
な
か
容
易
に
は
で
き
な
い
こ
と
だ
。
そ
こ
で
次
に
、

自
ら
の
内
な
る
心
へ
の
働
き
か
け
は
、
自
分
に
言
い
聞
か
せ
る
な
ど
の
、
言
葉
を
介

し
た
介
入
を
行
う
だ
ろ
う
。
他
者
の
心
へ
と
容
易
に
介
入
で
き
な
い
の
と
同
じ
く
、

自
分
自
身
の
心
を
動
か
す
こ
と
も
ま
た
、
容
易
で
は
な
い
も
の
の
、
そ
れ
で
も
私
た

ち
は
自
己
に
声
を
か
け
、
自
己
を
問
い
つ
め
る
こ
と
で
、
自
己
を
変
じ
よ
う
と
す
る
。

こ
れ
も
ま
た
、
具
体
的
な
自
己
の
姿
で
あ
る
。

（
朝
倉
友
海
「
こ
と
ば
と
世
界
が
変
わ
る
と
き
」
に
よ
る
）　
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〔
問
３
〕 ⑶
私
た
ち
の
具
体
的
な
あ
り
方
と
は
、
こ
う
し
た
豊
か
さ
を
も
つ
。 

の 

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

ア　

限
り
あ
る
資
源
を
大
切
に
使
う
た
め
に
、
高
校
生
が
も
う
着
な
く
な
っ
た
衣
服

を
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
出
品
す
る
中
で
、
そ
こ
で
出
品
さ
れ
て
い
る
品
物
一
つ

一
つ
に
込
め
ら
れ
た
人
々
の
思
い
出
に
感
動
し
、も
の
を
大
切
に
使
う
意
識
が
い
っ

そ
う
高
ま
る
。

イ　

社
会
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
合
わ
せ
て
国
際
理
解
を
深
め
る
た
め
に
、
高
校
生
が

留
学
生
か
ら
祖
国
の
豊
作
を
祝
う
伝
統
行
事
に
つ
い
て
話
を
聞
く
中
で
、
日
本
に

も
同
じ
よ
う
な
行
事
が
あ
る
こ
と
を
思
い
出
し
、
人
々
が
時
空
を
超
え
て
共
有
し

て
き
た
思
い
に
し
み
じ
み
と
感
じ
入
る
。

ウ　

高
校
時
代
か
ら
抱
き
続
け
た
宇
宙
に
関
す
る
謎
を
解
明
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ま

で
の
理
論
に
と
ら
わ
れ
ず
に
独
自
の
研
究
を
重
ね
て
い
く
中
で
、
常
識
を
大
き
く

く
つ
が
え
す
理
論
を
打
ち
立
て
る
こ
と
に
成
功
し
、
そ
の
成
果
を
後
進
の
科
学
者

た
ち
に
引
き
継
ぐ
こ
と
に
生
き
が
い
を
感
じ
る
。

エ　

地
元
の
祭
り
の
参
加
者
の
減
少
を
食
い
止
め
盛
り
上
げ
る
た
め
に
、
高
校
生
が

祭
り
の
実
行
委
員
会
に
初
め
て
参
加
し
て
案
を
出
し
合
う
中
で
、
地
域
の
伝
統
を

受
け
継
ぎ
発
展
さ
せ
て
き
た
人
々
の
思
い
と
自
分
の
思
い
に
重
な
る
部
分
を
見
い

だ
し
、
地
域
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
を
新
た
に
す
る
。

〔
問
２
〕 ⑵
い
わ
ば
、
問
い
が
意
味
を
導
く
の
で
あ
る
。 

と
あ
る
が
、
こ
の
部
分 

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　

自
分
が
ど
ん
な
理
想
を
抱
い
て
い
る
か
自
覚
し
た
う
え
で
、
そ
の
実
現
の
た
め

に
自
分
が
本
当
に
す
べ
き
こ
と
は
何
か
を
問
う
こ
と
を
通
し
て
、
生
き
る
意
味
を

見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
。

イ　

自
分
は
何
の
た
め
に
生
き
て
い
る
の
か
と
自
分
自
身
に
問
う
こ
と
で
、
そ
れ
ま

で
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
理
想
が
発
見
さ
れ
、
将
来
幸
せ
に
な
る
た
め
の
方
法
を
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
。

ウ　

自
分
が
理
想
を
明
確
な
姿
で
思
い
描
く
こ
と
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
自
分
に

問
う
こ
と
を
手
が
か
り
と
し
て
、
あ
る
べ
き
人
生
の
在
り
方
を
考
え
始
め
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
こ
と
。

エ　

自
分
に
問
う
こ
と
な
し
に
は
憧
れ
は
存
在
せ
ず
、
憧
れ
が
な
け
れ
ば
理
想
に
到

達
で
き
な
い
た
め
、
人
生
に
お
い
て
問
う
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
こ
と
。
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〔
問
６
〕
夢
や
理
想
は
現
実
を
導
く
力
を
も
っ
て
い
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
。
本
文
全
体
の
内
容
を
踏
ま
え
た

う
え
で
、
社
会
的
課
題
を
一
つ
挙
げ
て
二
百
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
。

〔
問
４
〕 ⑷
も
っ
と
も
、
外
を
変
え
る
行
為
で
さ
え
も
、
外
へ
と
一
方
向
的
に
向 

か
っ
て
い
く
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。 

と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
六 

十
五
字
以
上
八
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

〔
問
５
〕 ⑸
両
者
は
似
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
大
き
く
異
な
っ
て
も
い
る
。 

　
　
　

と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
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　

自
分
を
知
ろ
う
と
す
る
こ
と
も
変
え
よ
う
と
す
る
こ
と
も
、
自
己
を
認
識
す
る

と
い
う
点
で
は
同
じ
だ
が
、
自
分
を
変
え
よ
う
と
す
る
際
は
、
変
え
よ
う
と
す
る

自
分
と
変
え
ら
れ
る
自
分
が
異
な
る
存
在
だ
と
認
識
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
。

イ　

自
分
を
知
ろ
う
と
す
る
こ
と
も
変
え
よ
う
と
す
る
こ
と
も
、
ど
ち
ら
も
自
分
と

同
じ
存
在
で
あ
る
は
ず
の
自
分
を
重
視
す
る
と
い
う
意
味
で
観
念
的
で
あ
る
が
、

変
え
よ
う
と
す
る
こ
と
は
即
物
的
な
発
想
に
基
づ
く
働
き
か
け
を
伴
う
か
ら
。

ウ　

自
分
を
知
ろ
う
と
す
る
こ
と
も
変
え
よ
う
と
す
る
こ
と
も
、
自
己
を
理
解
す
る

行
為
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
点
で
は
同
じ
だ
が
、
自
分
を
知
ろ
う
と
す
る
過
程
の

中
で
は
、
自
分
が
本
当
に
し
た
い
こ
と
を
選
び
出
す
こ
と
も
必
要
と
な
る
か
ら
。

エ　

自
分
を
知
ろ
う
と
す
る
こ
と
も
変
え
よ
う
と
す
る
こ
と
も
、
ど
ち
ら
も
対
象
へ

か
か
わ
る
よ
う
に
し
て
自
己
と
か
か
わ
る
が
、
変
え
よ
う
と
す
る
私
は
対
象
の
私

と
非
同
一
で
も
よ
い
の
で
、
変
え
よ
う
と
す
る
方
が
問
題
が
生
じ
に
く
い
か
ら
。
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恵
慶
は
、「
住
の
江
の
松
に
秋
風
が
吹
く
」
と
詠
む
こ
の
躬
恒
歌
を
踏
ま
え
て
、
逆
に

「
風
が
吹
か
な
い
夏
の
日
だ
け
ど
」
と
す
る
。
躬
恒
歌
が
秋
な
の
に
対
し
て
、
恵
慶

歌
は
夏
、
躬
恒
が
波
の
「
音
」
を
取
り
上
げ
る
の
に
対
し
て
、
恵
慶
は
視
覚
的
表
現

に
終
始
す
る
の
も
対
照
的
で
あ
る
。「
風
が
吹
か
な
い
」
と
す
る
の
は
、
太
平
の
世
が 

比ひ

喩ゆ

的
に
「
風
枝
を
鳴
ら
さ
ず
」（＊

論ろ
ん

衡こ
う

）
と
言
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
祝
意

を
こ
め
る
の
だ
ろ
う
。
恵
慶
歌
の
下
の
句
「
松
の
木こ

末ず
え

に
は
波
が
立
っ
て
い
る 

よ
」
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
景
色
を
思
い
浮
か
べ
た
ら
よ
い
の
か
わ
か
り
に 

く
い
と
こ
ろ
だ
が
、
恵
慶
よ
り
後
に
詠
ま
れ
た
、＊

経つ
ね

信の
ぶ

の
「
沖＊

つ
風
吹
き
に
け 

ら
し
な
住
吉
の
松
の
下し

づ
え枝

を
洗
ふ
白
波
」（
後＊

拾
遺
集
・
雑
四
・
一
〇
六
三
）
な 

ど
か
ら
す
る
と
、
水み

ず

際ぎ
わ

に
生
え
た
松
の
水
面
近
く
ま
で
伸
び
た
下
枝
の
木
末
の
あ
た

り
に
波
が
立
っ
て
い
る
景
か
と
思
わ
れ
る
。
画
中
に
入
り
込
ん
で
住
の
江
に
立
ち
、

海
を
背
景
に
立
つ
松
を
、
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
眺
め
て
い
る
と
い
う
設
定
な
の

で
は
な
い
か
。
⑴
風
が
吹
い
て
波
が
立
つ
の
は
当
た
り
前
、
風
が
吹
か
な
い
の
に
波 

が
立
っ
て
い
る
、
こ
れ
は
や
は
り
住
吉
社
の
神
域
だ
か
ら
こ
そ
の
不
思
議
な
景
色
で

あ
ろ
う
。 

そ
れ
を
「
ぞ
」
で
強
調
し
て
、「
な
ん
と
波
が
立
っ
て
い
る
よ
」
と
不
思
議 

が
っ
て
み
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

同
じ
場
面
に
対
し
て
詠
ま
れ
た＊

匡ま
さ

衡ひ
ら

の
漢
詩
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

海
浜
の
神し

ん

祠し

　
　

海
浜
の
祠
宇　

煙
波
に
枕よ

る

海
辺
の
社
は
、
霞か
す

み
わ
た
っ
た
水
面
を
背
景
に
立
ち
、

　
　

松
の
岸　

蘆あ
し

の
洲す

に　

古
意
多
し

岸
辺
の
松
も
、
蘆
の
生
え
た
洲
も
、
古
い
に
し
え

の
趣
を
伝
え
て
い
る
。

　
　

日
暮
れ
て　

人
帰
り　

風
定
ま
り
て
後

日
が
暮
れ
て
、
参さ
ん

詣け
い

の
人
が
帰
っ
て
、
風
が
凪な

い
だ
後
は
、

　
　

遥は
る

か
に
聴
く　

沙
月
に
漁
歌
を
唱
へ
る
を

遥
か
遠
く
か
ら
、
砂
浜
を
照
ら
す
月
の
も
と
漁
師
の
歌
う
歌
が
聞
こ
え
て

く
る
。

次
の
文
章
は
、
平
安
時
代
中
期
に
造
営
さ
れ
た
粟あ
わ

田た

山
荘
の
障
子
の
絵
を
見
て

詠よ

ま
れ
た
和
歌
や
漢
詩
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
あ
と

の
各
問
に
答
え
よ
。
な
お
、
文
章
中
の 　
　

   

内
は
、
現
代
語
訳
を
補
っ
た
も

の
で
あ
る
。（ 

＊ 

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

　

ま
ず
、
伝
統
的
な
名
所
「＊

住す
み

吉よ
し

」
を
取
り
上
げ
て
み
る
。『＊

恵え

慶ぎ
ょ
う

集
』
に
載
る
の
は

次
の
歌
で
あ
る
。

　
　
　
　

住
吉
に
、
海あ

人ま

の
家
あ
り

　
　

風
吹
か
ぬ
夏
の
日
な
れ
ど
住す

み

の
江え

の
松
の
こ
ず
ゑ
は
波
ぞ
立
ち
け
る

（
二
〇
〇
）

　
　

住
吉
に
、
海
人
の
家
が
あ
る
。

風
が
吹
か
な
い
夏
の
日
だ
け
ど
住
の
江
の
松
の
こ
ず
え
に
は
波
が
立
っ
て
い
る
よ
。

恵
慶
は
歌
の
中
で
は
、「
住
吉
」
で
は
な
く
て
、「
住
の
江
」
と
詠
ん
で
い
る
が
、『
古 

今
集
』
以
降
、「
住
吉
」
は
主
に
住
吉
社
を
言
い
、「
住
の
江
」
は
住
吉
社
あ
た
り
の

入
り
江
を
言
う
と
さ
れ
る
。「
松
」
を
代
表
的
景
物
と
し
、『
古
今
集
』
撰せ

ん

者じ
ゃ

を
務 

め
た
凡
河
内
躬み

恒つ
ね

の
次
の＊

屛び
ょ
う

風ぶ

歌
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
。

　
　

住
の
江
の
松
を
秋
風
吹
く
か
ら
に
声
う
ち
添
ふ
る
沖
つ
白
波

（
古
今
集
・
賀
・
三
六
〇
）

住
の
江
の
松
に
秋
風
が
吹
い
て
松
が
音
を
立
て
る
と
、
そ
れ
に
応
じ
て
音
を 

奏か
な

で
る
沖
の
白
波
よ
。

5
＊
お
お
し
こ
う
ち
の

2024110208-久我山-戸山商事-問題-国語.indd   132024110208-久我山-戸山商事-問題-国語.indd   13 2025/01/28   16:44:302025/01/28   16:44:30



― 14 ―

「
漫
々
」「
依
々
」「
猟
々
」「
重
々
」
な
ど
の
畳
語
が
よ
く
使
わ
れ
、
そ
れ
が
漢
詩
ら

し
い
リ
ズ
ム
を
生
む
の
に
一
役
買
っ
て
い
る
。

　

こ
の
一
例
を
見
た
だ
け
で
も
、
同
じ
名
所
や＊

ま
と
絵
に
添
え
ら
れ
な
が
ら
、
和
歌

に
は
和
歌
の
、
漢
詩
に
は
漢
詩
の
領
分
が
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

次
に
、
名
所
の
並
び
で
は
「
住
吉
」
よ
り
前
に
戻
る
こ
と
に
な
る
が
、「
布ぬ

の

引び
き
の
た
き滝
」 

を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
布
引
滝
は
、
現
在
の
兵
庫
県
神こ

う

戸べ

市
、
新
幹
線
の 

新
神
戸
駅
か
ら
歩
い
て
行
け
る
距
離
に
あ
る
。
生い

く

田た

川が
わ

上
流
の
布
引
渓
谷
に
位
置

し
、
雄
滝
・
雌
滝
な
ど
四
つ
の
滝
か
ら
な
り
、
海
上
か
ら
も
眺
め
ら
れ
る
名
所
と
し

て
知
ら
れ
、
古
く
か
ら
よ
く
貴
族
が
遊
覧
し
て
い
る
。『＊

伊い

勢せ

物
語
』
八
七
段
は
、 

⑶「
昔
男
」
が
兄
や
友
人
た
ち
と
連
れ
だ
っ
て
、
葦あ

し

屋や
の
さ
と里

か
ら
布
引
滝
を
訪
れ 

て
帰
っ
て
く
る
と
い
う
話
で
あ
る
。 

た
だ
し
、「
布
引
滝
」
と
い
う
名
を
一
首
の
中
に

詠
み
込
む
歌
は
と
い
う
と
、
古
い
例
は
見
え
な
い
。
そ
う
し
た
例
が
見
え
る
よ
う
に

な
る
の
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
粟
田
山
荘
障
子
絵
詩
歌
の
時
代
か
ら
で
あ
る
。『
伊
勢
物

語
』
で
も
、
布
引
滝
の
場
面
で
滝
の
歌
は
詠
ま
れ
て
い
る
が
、「
布
引
滝
」
と
い
う
名 

は
歌
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
な
い
。「
布
引
滝
」
と
聞
く
と
、『
伊
勢
物
語
』
の
例
も
あ 

り
、
伝
統
的
な
名
所
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
の
と
こ
ろ
、
こ
の
時
代
に
あ
っ

て
は
、
現
地
詠
か
ら
出
発
し
、
名
所
の
仲
間
入
り
を
し
よ
う
と
し
て
い
た
新
し
い
名

所
な
の
で
あ
る
。

『
恵
慶
集
』
か
ら
歌
を
引
い
て
み
よ
う
。

　
　
　
　

夏
、
布
引
の
滝
見
る
人
あ
り

　
　

夏
衣
涼
み
が
て
ら
に
た
ち
も
き
む
千ち

尋ひ
ろ

さ
ら
せ
る
布
引
の
滝
（
一
九
七
）

解
釈
す
る
と
、「
夏
衣
を
裁
っ
て
着
て
涼
み
が
て
ら
立
つ
こ
と
に
し
よ
う
。
千
尋
の
布

を
さ
ら
し
て
い
る
よ
う
な
布
引
の
滝
で
」
と
な
る
。「
た
つ
」
は
「
裁
つ
」
と
「
立 

つ
」
の
掛か

け

詞こ
と
ば

に
な
っ
て
い
る
。「
尋ひ

ろ

」
は
長
さ
の
単
位
で
、
布
引
の
滝
を
長
々 

⑵
恵
慶
歌
と
比
べ
る
と
、
風
が
静
ま
っ
た
と
す
る
と
こ
ろ
だ
け
は
共
通
す
る
が
、
違 

う
部
分
の
ほ
う
が
目
立
っ
て
い
る
。 

先＊

に
述
べ
た
よ
う
に
題
に
も
詩
に
も
「
住
吉
」

と
は
見
え
な
い
。
し
か
し
、
当
然
、
住
吉
社
あ
た
り
の
景
色
を
前
提
に
詠
ま
れ 

て
お
り
、
そ
の
景
色
の
中
心
に
「
海
浜
の
祠
宇
」（
海
辺
の
社
）
を
浮
か
び
上
が
ら
せ

て
い
る
。
こ
の
障
子
の
同
題
の
藤ふ

じ

原わ
ら
の

為た
め

時と
き

の
詩
が
『＊

本
朝
麗
藻
』（
八
六
）
に
入
っ 

て
い
る
が
、
そ
ち
ら
で
も
「
社
壇
」
と
い
う
表
現
が
詩
の
中
に
見
え
る
。
対
し
て
、

和
歌
で
は
、「
住
吉
」「
住
の
江
」
は
よ
く
詠
ま
れ
て
も
、「
住
吉
の
社
」
が
直
接
詠
ま 

れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
恵
慶
の
歌
で
も
、
そ
こ
が
住
吉
社
の
神
域
で
あ
る
こ

と
は
意
識
さ
れ
て
い
る
が
、「
社
」
は
描
き
出
さ
れ
て
い
な
い
。
歌
の
場
合
、
他
の
寺 

社
で
も
同
様
で
、
た
と
え
ば
「
初
瀬
山
」
で
「
鐘
」
が
詠
ま
れ
れ
ば
、
長は

谷せ

寺で
ら

の 

鐘
に
決
ま
っ
て
い
る
の
だ
が
、「
長
谷
寺
」が
直
接
詠
み
込
ま
れ
る
こ
と
は
、ま
ず
な
い
。

　

さ
ら
に
、
も
っ
と
大
き
く
恵
慶
歌
と
違
う
と
感
じ
る
の
は
、
時
間
の
切
り
取
り
方
、

情
景
の
描
き
方
だ
ろ
う
。
匡
衡
の
詩
で
は
、
日
が
暮
れ
る
前
か
ら
夕
暮
れ
時
、
さ
ら

に
す
っ
か
り
夜
に
な
っ
て
月
が
昇
っ
た
こ
ろ
ま
で
、
時
間
の
経
過
に
伴
う
風
景
の
変

化
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
じ
っ
と
住
吉
社
の
あ
た
り
に
た
た
ず
ん
で
い
る
人
の
立

場
で
詠
ま
れ
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
取
り
上
げ
る
景
物
も
漢
詩
の
ほ
う
が
断
然

多
い
。
祠
宇
、
煙
波
、
松
、
岸
、
蘆
、
洲
、
人
、
風
、
沙
月
、
漁
歌
。
表
音
文
字
で

三
十
一
文
字
し
か
使
え
な
い
和
歌
と
、
表
意
文
字
の
漢
字
を
用
い
る
漢
詩
で
は
、
当 

然
の
こ
と
な
が
ら
、
同
じ
く
一
首
の
歌
、
一
篇ぺ

ん

の
詩
と
言
っ
て
も
情
報
量
が
全
く 

違
う
。
そ
う
し
た
特
性
に
従
っ
て
、
和
歌
は
先
行
歌
に
よ
る
名
所
の
イ
メ
ー
ジ
を
生

か
し
、
読
者
の
想
像
に
任
せ
る
部
分
を
多
く
す
る
の
に
対
し
、
漢
詩
は
場
面
や
状
況

を
き
っ
ち
り
描
こ
う
と
す
る
。
こ
の
障
子
絵
の
鑑
賞
者
は
、
和
歌
を
読
め
ば
、
松
の

木
末
、
ほ
ぼ
そ
の
一
点
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
、
神
域
の
不
思
議
さ
を
思
う
こ
と
に
な

り
、
漢
詩
を
読
め
ば
、
画
面
の
隅
々
ま
で
眺
め
、
夜
に
な
っ
た
景
色
を
想
像
し
、
漁

師
の
歌
を
聞
く
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
改
め
て
歌
と
詩
を
声
に
出
し
て
詠
め
ば
、
そ
の
リ
ズ
ム
の
違
い
に
も
気
づ 

か
さ
れ
る
。
こ
の
詩
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
匡
衡
の
漢
詩
に
は
「
渺び

よ
う

々び
よ
う

」 
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も
、
流
れ
落
ち
て
き
た
銀
河
と
は
壮
大
で
、
と
て
も
美
し
い
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
に 

は
典
拠
が
あ
り
、
李り

白は
く

の
「
飛＊

流
直
下
三
千
尺　

疑
は
く
は
是こ

れ　

銀
河
九き

ゅ
う

天て
ん 

よ
り
落
つ
る
か
と
」（
望
二ム

廬ろ

山ざ
ん
ノ

瀑
布
一ヲ　

其そ
ノ

二
）
に
拠よ

る
と
木＊

戸
が
指
摘
し
て

い
る
。
後
に
「
天＊

の
川
こ
れ
や
流
れ
の
末
な
ら
ん
空
よ
り
落
つ
る
布
引
の
滝
」（
金＊

葉
集
・
雑
上
・
五
四
六
・
読
ミ

人
不
レ

知
ラ

）
な
ど
、
類
似
す
る
発
想
の
和
歌
が
詠

ま
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
れ
は
匡
衡
や
そ
の
典
拠
と
な
っ
た
李
白
の
漢
詩
の
影
響 

下
に
あ
る
だ
ろ
う
。
第
三
句
に
つ
い
て
も
、
菅す

が

原わ
ら
の

道み
ち

真ざ
ね

の
『＊

菅か
ん

家け

文
草
』
中 

の
「
銀＊

河
倒
に
瀉
き
て
長
空
よ
り
落
つ
」「
清＊

ら
に
濺そ

そ

く
寒
ゆ
る
声
は
図う

つ

す
こ 

と
を
得
ず
」（
二
三
三
・
観
二ル

曝
布
水
一ヲ

）
に
拠
る
と
言
う
。
⑷
匡
衡
の
詩
は
、
先
行

す
る
漢
詩
句
を
典
拠
と
し
て
、
画
面
の
外
に
ま
で
想
像
が
広
が
っ
て
い
く
ス
ケ
ー
ル

の
大
き
な
世
界
を
描
い
て
い
る
。

（
渡
邉
裕
美
子
「
歌
が
権
力
の
象
徴
に
な
る
と
き
」
に
よ
る
）　

　

〔
注
〕
住す

み

吉よ
し 

― 

―
摂
津
国
（
現
在
の
大
阪
府
、
兵
庫
県
の
一
部
）
の
古
郡
名
。

　
　
　
　
『
恵え

慶ぎ
ょ
う

集
』 

― 

―
平
安
時
代
中
期
の
歌
人
、
僧
で
あ
る
恵
慶
の
歌
集
。

　
　
　
　

凡お
お
し

河こ
う
ち
の
み
つ
ね

内
躬
恒 

― 

―
平
安
時
代
前
期
の
歌
人
。

　
　
　
　

屛び
ょ
う

風ぶ

歌 

― 

―
屛
風
に
描
か
れ
た
絵
を
主
題
と
し
て
詠
作
さ
れ
た
和
歌
。

　
　
　
　

論ろ
ん

衡こ
う 

― 

―
中
国
後
漢
時
代
の
文
人
、
王
充
が
著
し
た
書
物
。

　
　
　
　

経つ
ね

信の
ぶ 

― 

―
平
安
時
代
後
期
の
歌
人
、
源
経
信
の
こ
と
。

　
　
　
　

沖
つ
風
吹
き
に
け
ら
し
な
住
吉
の
松
の
下し

づ
え枝
を
洗
ふ
白
波

　
　
　
　
　
　

 

― 

―
沖
の
方
で
は
風
が
吹
い
た
ら
し
い
よ
。
住
吉
の
岸
辺
の
松
の
下

枝
を
、
高
く
な
っ
た
白
波
が
洗
っ
て
い
る
。

　
　
　
　

後
拾
遺
集 

― 

―
平
安
時
代
後
期
の
和
歌
集
。

　
　
　
　

匡ま
さ

衡ひ
ら 

― 

―
平
安
時
代
中
期
の
歌
人
、
大
江
匡
衡
の
こ
と
。

　
　
　
　

先
に
述
べ
た
よ
う
に 

― 

―
筆
者
は
こ
の
本
文
よ
り
前
の
部
分
で
既
に
漢
詩

「
海
浜
の
神し

ん

祠し

」
に
は
題
に
も
詩
中
に
も
「
住
吉
」

の
語
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

と
さ
ら
し
て
い
る
布
に
見
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
。
画
面
中
に
描
か
れ
た
「
滝
見
る

人
」
の
立
場
で
詠
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
人
が
新
し
く
布
を
裁
っ
て
作
っ
た
夏
衣
を
着

て
、
涼
み
な
が
ら
滝
の
側そ

ば

に
立
っ
て
見
て
い
る
と
見
立
て
た
も
の
で
あ
ろ
う
。「
衣
」

「
裁
ち
」「
着
む
」「
千
尋
」「
さ
ら
せ
る
」
と
い
う
の
は
、み
な
、「
布
引
滝
」
の
「
布
」 

か
ら
連
想
さ
れ
る
言
葉
で
、
縁
語
と
い
う
修
辞
に
こ
だ
わ
っ
て
歌
を
仕
立
て 

て
い
る
。
縁
語
が
和
歌
の
中
で
発
達
し
た
、
い
か
に
も
和
歌
ら
し
い
と
感
じ
さ
せ
る

修
辞
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

匡
衡
の
漢
詩
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　

早
夏＊

曝ば
く

布ふ

泉
を
観み

る

　
　

閑し
づ

か
に
望
む　

一
条
の
瀑ば

く

布ふ

泉

心
静
か
に
、
一
条
の
滝
を
眺
め
れ
ば
、

　
　

眼ま
な
こ

の
塵ち

り　

暗
に
尽
き　

巖い
わ
お

の
辺
り
に
坐ざ

す

眼
に
映
っ
た
世
俗
の
欲
望
は
、い
つ
の
間
に
か
消
え
、巖
の
辺
り
に
座
る
。

　
　

雲
を
穿う

が

ち　

倒
さ
か
さ
ま

に
瀉そ

そ

き　

寒さ

ゆ
る
声
は
竪＊

し

滝
は
雲
を
穿
ち
、
真
っ
逆
さ
ま
に
そ
そ
ぎ
、
冴さ

え
冴ざ

え
と
し
た
音
を
鋭

く
響
か
せ
て
い
る
。

　
　

疑
は
く
は　

是こ
れ　

銀
河
の
天
よ
り
落
つ
る
か
と　

た
ぶ
ん
、
こ
れ
は
、
銀
河
が
天
か
ら
流
れ
落
ち
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
詩
の
視
点
は
、
恵
慶
歌
と
同
じ
く
、
滝
を
近
く
で
見
る
画
中
の
人
に
設
定
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
第
三
句
、
第
四
句
か
ら
想
像
さ
れ
る
滝
は
、
雲
に
隠
れ
て
見
え

な
い
ほ
ど
の
上
空
か
ら
、
ご
う
ご
う
と
音
を
立
て
て
流
れ
落
ち
る
大
瀑
布
で
あ
る
。

「
千
尋
の
布
」
の
想
像
も
大
き
か
っ
た
が
、
流
れ
落
ち
て
き
た
「
銀
河
」
に
は
負
け

る
。
実
際
の
布
引
の
滝
は
、
確
か
に
畿
内
で
は
大
き
い
ほ
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ

こ
ま
で
大
き
な
滝
で
は
な
い
。
万
葉
歌
か
ら
大
和
三
山
が
ど
ん
な
に
大
き
な
山
か
と

想
像
し
て
い
た
ら
、
箱
庭
的
に
小
さ
い
と
い
う
の
と
よ
く
似
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
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〔
問
１
〕 ⑴
風
が
吹
い
て
波
が
立
つ
の
は
当
た
り
前
、
風
が
吹
か
な
い
の
に
波
が 

立
っ
て
い
る
、
こ
れ
は
や
は
り
住
吉
社
の
神
域
だ
か
ら
こ
そ
の
不
思
議
な
景

色
で
あ
ろ
う
。 

と
あ
る
が
、
恵
慶
の
「
風
吹
か
ぬ
」
の
和
歌
に
つ
い
て
筆 

者
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選

べ
。

ア　

障
子
に
描
か
れ
た
世
界
に
没
入
し
な
が
ら
『
論
衡
』
の
表
現
を
踏
ま
え
て
風
の

な
い
情
景
を
描
写
し
、
世
の
中
の
安
寧
に
謝
意
を
示
す
と
と
も
に
躬
恒
へ
の
敬
意

を
詠
み
込
ん
で
い
る
。

イ　

よ
く
知
ら
れ
た
躬
恒
の
歌
と
経
信
の
歌
を
参
考
に
し
て
穏
や
か
な
世
の
中
を
賞

賛
す
る
と
と
も
に
、
通
常
で
は
起
こ
り
え
な
い
事
象
を
描
く
こ
と
で
住
吉
社
の
特

異
性
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。

ウ　

先
行
歌
で
あ
る
躬
恒
の
歌
の
趣
向
を
所
々
変
え
て
平
穏
な
世
の
中
を
た
た
え
る

と
と
も
に
、
実
際
に
住
の
江
に
立
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
臨
場
感
を
も
っ
て
住
吉

社
へ
の
畏
敬
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。

エ　

躬
恒
の
歌
や
『
論
衡
』
の
表
現
を
参
考
に
し
て
視
覚
的
な
表
現
に
注
力
し
、
霊

妙
で
格
別
な
住
吉
を
印
象
づ
け
る
と
と
も
に
逆
説
的
に
日
常
の
も
つ
神
秘
性
と
安

ら
か
な
世
の
中
の
重
要
性
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。

　
　
　
　
『
本
朝
麗
藻
』 

― 

―
平
安
時
代
の
漢
詩
文
集
。

　
　
　
　

や
ま
と
絵 

― 

―
日
本
の
風
物
を
描
い
た
絵
。

　
　
　
　
『
伊い

勢せ

物
語
』 

― 

―
「
昔
男
」
を
主
人
公
と
す
る
、
平
安
時
代
に
成
立
し
た

と
さ
れ
る
歌
物
語
。

　
　
　
　

曝ば
く

布ふ

泉 

― 

―
こ
こ
で
は「
滝
」の
こ
と
。
後
の「
瀑ば

く

布ふ

泉
」、「
瀑
布
」も
同
様
。

　
　
　
　

竪
し 
― 
―
原
典
で
は
読
み
方
不
明
。「
竪た

つ
」
と
す
る
説
も
あ
る
。

　
　
　
　

飛
流
直
下
三
千
尺　

疑
は
く
は
是こ

れ　

銀
河
九き

ゆ
う

天て
ん

よ
り
落
つ
る
か
と

　
　
　
　
　
　

 

― 

―
滝
は
飛
ぶ
よ
う
に
ま
っ
す
ぐ
に
三
千
尺
も
流
れ
落
ち
る
。
ま
る

で
そ
れ
は
天
の
川
が
、
天
空
か
ら
流
れ
落
ち
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
ば
か
り
だ
。

　
　
　
　

木
戸 

― 

―
木
戸
裕
子
。
日
本
文
学
の
研
究
者
。

　
　
　
　

天
の
川
こ
れ
や
流
れ
の
末
な
ら
ん
空
よ
り
落
つ
る
布
引
の
滝

　
　
　
　
　
　

 

― 

―
天
の
川
は
こ
れ
が
流
れ
つ
く
先
な
の
だ
ろ
う
か
。
空
か
ら
落
ち

る
よ
う
な
布
引
の
滝
だ
よ
。

　
　
　
　

金
葉
集 

― 

―
平
安
時
代
後
期
の
和
歌
集
。

　
　
　
　
『
菅か

ん

家け

文
草
』 

― 

―
菅
原
道
真
の
漢
詩
文
集
。

　
　
　
　

銀
河
倒
に
瀉
き
て
長
空
よ
り
落
つ

　
　
　
　
　
　

 

― 

―
大
空
の
銀
河
が
ひ
っ
く
り
返
っ
て
流
れ
出
し
て
落
下
す
る
よ
う
だ
。

　
　
　
　

清
ら
に
濺そ

そ

く
寒
ゆ
る
声
は
図う

つ

す
こ
と
を
得
ず

　
　
　
　
　
　

 

― 

―
清
く
落
下
す
る
滝
の
冴
え
冴
え
と
し
た
響
き
は
図
画
に
描
き
出

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
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― 17 ―

〔
問
３
〕 ⑶「
昔
男
」
が
兄
や
友
人
た
ち
と
連
れ
だ
っ
て
、
葦あ

し

屋や
の
さ
と里
か
ら
布
引 

滝
を
訪
れ
て
帰
っ
て
く
る
と
い
う
話
で
あ
る
。 

と
あ
る
が
、『
伊
勢
物 

語
』
八
七
段
に
お
い
て
「
布
引
滝
」
を
見
た
際
に
詠
ま
れ
た
和
歌
は
ど
れ
か
。

次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア　

津
の
国
の
生
田
の
川
の
水
上
は
い
ま
こ
そ
み
つ
れ
布
引
の
滝

イ　

布
引
の
滝
の
白
糸
わ
く
ら
ば
に
と
ひ
く
る
人
も
い
く
よ
へ
ぬ
ら
ん

ウ　

わ
が
世
を
ば
今
日
か
明
日
か
と
待
つ
か
ひ
の
涙
の
滝
と
い
づ
れ
高
け
む

エ　

蘆
の
屋
の
ま
さ
ご
の
山
の
水
上
に
の
ぼ
り
て
み
れ
ば
布
引
の
滝

〔
問
２
〕 ⑵
恵
慶
歌
と
比
べ
る
と
、
風
が
静
ま
っ
た
と
す
る
と
こ
ろ
だ
け
は
共
通 

す
る
が
、
違
う
部
分
の
ほ
う
が
目
立
っ
て
い
る
。 

と
あ
る
が
、「
違
う
部 

分
」
に
つ
い
て
最
も
適
切
に
説
明
し
て
い
る
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア　

恵
慶
の
和
歌
は
住
吉
社
自
体
は
詠
み
込
ま
ず
に
住
吉
社
周
辺
の
景
物
を
取
り
上

げ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
匡
衡
の
詩
で
は
人
々
の
参
詣
の
様
子
を
中
心
に
描
く
こ

と
に
よ
っ
て
直
接
的
に
住
吉
社
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。

イ　

恵
慶
の
和
歌
は
取
り
上
げ
る
景
物
を
し
ぼ
っ
た
う
え
で
焦
点
が
ぼ
や
け
な
い
よ

う
に
腐
心
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
匡
衡
の
詩
で
は
多
く
の
景
物
に
触
れ
な
が
ら

絵
に
描
か
れ
た
風
景
を
あ
り
の
ま
ま
に
再
現
し
て
い
る
。

ウ　

恵
慶
の
和
歌
は
少
な
い
三
十
一
文
字
を
有
効
に
使
っ
て
端
的
に
描
き
出
し
て
い

る
の
に
対
し
て
、
匡
衡
の
詩
で
は
情
報
量
も
単
語
数
も
多
い
う
え
畳
語
を
適
宜
用

い
る
こ
と
で
漢
詩
ら
し
い
調
子
を
演
出
し
て
い
る
。

エ　

恵
慶
の
和
歌
は
先
行
歌
が
生
み
出
し
た
住
の
江
の
印
象
を
踏
ま
え
た
情
景
を
切

り
取
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
匡
衡
の
詩
で
は
時
間
の
経
過
と
と
も
に
変
わ
る
住

吉
の
情
景
を
想
像
力
豊
か
に
描
き
出
し
て
い
る
。
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― 18 ―

〔
問
４
〕 ⑷
匡
衡
の
詩
は
、
先
行
す
る
漢
詩
句
を
典
拠
と
し
て
、
画
面
の
外
に
ま 

で
想
像
が
広
が
っ
て
い
く
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
世
界
を
描
い
て
い
る
。 

と 

あ
る
が
、
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　

匡
衡
の
詩
の
第
三
句
、
第
四
句
は
、
中
国
や
日
本
の
先
人
た
ち
の
発
想
や
表
現

を
援
用
し
な
が
ら
、
絵
と
い
う
固
定
さ
れ
た
二
次
元
の
領
域
を
超
え
て
、
眼
前
に

な
い
壮
大
な
情
景
を
も
描
き
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

イ　

匡
衡
の
詩
の
第
三
句
、
第
四
句
は
、
滝
と
星
を
斬
新
な
発
想
で
組
み
合
わ
せ
た

も
の
で
あ
り
、
絵
詩
歌
の
枠
を
飛
び
出
し
て
、
後
世
の
歌
人
が
受
け
継
ぐ
べ
き
手

本
と
し
て
の
滝
の
姿
を
描
き
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

ウ　

匡
衡
の
詩
は
、
李
白
の
「
望
二ム

廬
山
ノ

瀑
布
一ヲ  

其
ノ

二
」
に
な
ら
っ
て
「
疑
は 

く
は
」
と
い
う
推
量
の
表
現
を
用
い
る
こ
と
で
、
読
者
自
身
が
自
由
に
想
像
で
き

る
よ
う
に
、
広
大
な
滝
の
姿
を
描
き
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

エ　

匡
衡
の
詩
は
、
李
白
や
道
真
の
漢
詩
の
語
句
を
用
い
つ
つ
、「
図
す
こ
と
を
得 

ず
」
と
道
真
が
筆
力
を
尽
く
し
て
も
描
き
出
せ
な
か
っ
た
滝
の
雄
大
な
姿
を
、
奔

放
な
発
想
に
よ
り
立
体
的
に
描
き
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

〔
問
５
〕
次
の
発
言
は
、
本
文
を
読
ん
だ
後
に
、「
名
所
」
と
和
歌
の
関
係
に
つ
い 

て
生
徒
た
ち
が
意
見
を
出
し
合
っ
た
も
の
で
あ
る
。
本
文
の
内
容
を
正
し
く

踏
ま
え
て
の
発
言
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア　
「
風
吹
か
ぬ
」
の
恵
慶
の
和
歌
は
、
自
然
物
で
あ
る
「
住
の
江
の
松
」
と
人
工

物
で
あ
る
「
海
人
の
家
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
詠
み
込
ん
で
い
た
よ
ね
。「
初
瀬
山
」

と
「
鐘
」
や
「
布
引
滝
」
と
「
衣
」
も
同
じ
で
、「
名
所
」
を
詠
む
際
に
は
自
然

と
世
俗
の
対
比
を
す
る
こ
と
が
必
要
な
ん
だ
ね
。

イ　
「
布
引
滝
」
が
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、
た
だ
素
晴
ら
し
い
景
物
が
あ
る
だ
け
で

は
「
名
所
」
に
は
な
ら
な
か
っ
た
み
た
い
だ
ね
。
多
く
の
人
が
長
い
時
間
の
中
で

和
歌
に
詠
み
込
む
こ
と
を
く
り
返
し
て
い
く
う
ち
に
、
そ
の
場
所
や
景
物
は
和
歌

に
お
け
る
「
名
所
」
に
な
っ
て
い
く
ん
だ
ね
。

ウ　
「
名
所
」
は
イ
メ
ー
ジ
が
大
切
で
、
何
か
に
見
立
て
る
こ
と
と
強
い
つ
な
が
り

が
あ
る
ね
。
松
の
木
末
が
風
に
揺
れ
る
様
を
波
打
ち
際
に
寄
せ
て
は
返
す
波
に
見

立
て
た
り
、
白
い
水
し
ぶ
き
を
上
げ
て
一
筋
に
流
れ
落
ち
る
滝
を
長
い
ま
っ
さ
ら

な
布
に
見
立
て
た
り
し
て
い
た
よ
ね
。

エ　
「
大
和
三
山
」
や
「
布
引
滝
」
の
よ
う
に
実
際
に
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
も

の
を
、
こ
と
さ
ら
に
大
き
く
見
せ
る
力
が
「
名
所
」
を
詠
み
込
ん
だ
和
歌
に
は
あ

る
ん
だ
ね
。
和
歌
に
よ
っ
て
想
像
を
膨
ら
ま
せ
る
こ
と
で
、
実
際
に
「
名
所
」
を

見
た
と
き
の
迫
力
が
増
す
ん
だ
ね
。
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国　
　
　

語

１　

問
題
は 　
　

か
ら 　
　

ま
で
で
、
18
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
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
。

注　
　
　

意

（ 7－戸）

1

5

7̶

戸

国　
　

語
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