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1　

問
題
は
1
か
ら
5
ま
で
で
、
16
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
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
直
す
と
き
は
、
き
れ
い
に
消
し
て
か
ら
、
新
し
い
答
え
を
書
き
な
さ
い
。

7　

受
検
番
号
を
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
欄
に
記
入
し
な
さ
い
。





1

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　

ホ
ガ
ら
か
に
笑
う
。

⑵　

二
人
の
再
会
シ
ー
ン
が
こ
の
ド
ラ
マ
の
ア
ッ
カ
ン
だ
っ
た
。

⑶　

キ
ュ
ウ
コ
ウ
デ
ン
に
野
菜
を
植
え
る
。

⑷　

文
学
運
動
の
キ
シ
ュ
と
な
る
。

⑸　

タ
ン
ト
ウ
チ
ョ
ク
ニ
ュ
ウ
に
質
問
す
る
。

2

次
の
各
文
の　
　

を
付
け
た
漢
字
の
読
み
が
な
を
書
け
。

⑴　

茶
葉
を
摘
む
。

⑵　

梅
の
花
が
綻
び
る
。

⑶　

景
気
が
漸
次
上
昇
す
る
。

⑷　

喝
采
を
浴
び
る
。

⑸　

甲
殻
で
お
お
わ
れ
て
い
る
体
。

1



2

弁
が
あ
っ
た
。
彼
が
数
日
を
費つ

い
やし
て
書
き
上
げ
た
何
回
分
か
の
原
稿
は
、
今
の
彼�

の
眼
か
ら
見
る
と
、
悉

こ
と
ご
とく

無
用
の
饒じ

ょ
う

舌ぜ
つ

と
し
か
思
わ
れ
な
い
。
彼
は
急
に
、
心�

を
刺
さ
れ
る
よ
う
な
苦
痛
を
感
じ
た
。

「
こ
れ
は
始
め
か
ら
、
書
き
直
す
よ
り
外
は
な
い
。」

彼
は
心
の
中
で
こ
う
叫
び
な
が
ら
、
忌い

ま

々い
ま

し
そ
う
に
原
稿
を
向む

こ

う
へ
つ
き
や
る
と
、

片
肘
つ
い
て
ご
ろ
り
と
横
に
な
っ
た
。
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
気
に
な
る
の
か
、
⑴
眼

は
机
の
上
を
離
れ
な
い
。
彼
は
こ
の
机
の
上
で
、
弓ゆ

み

張は
り

月づ
き

を
書
き
、
南な

ん

柯か
の

夢ゆ
め

を
書�

き
、
そ
う
し
て
今
は
八
犬
伝
を
書
い
た
。
こ
の
上
に
あ
る
端た

ん

渓け
い

の
硯す

ず
り、

蹲そ
ん

螭ち

の
文ぶ

ん

鎮ち
ん

、
蟇ひ

き

の
形
を
し
た
銅
の
水
差
し
、
獅し

子し

と
牡ぼ

丹た
ん

と
を
浮
か
せ
た
青
磁
の
硯け

ん

屏び
ょ
う、

そ
れ
か
ら
蘭ら

ん

を
刻
ん
だ
孟も

う

宗そ
う

の
根
竹
の
筆
立
て
―
―
そ
う
云い

う
一
切
の
文
房
具
は
、

皆
彼
の
創
作
の
苦
し
み
に
、
久
し
い
以
前
か
ら
親
し
ん
で
い
る
。
そ
れ
ら
の
物
を
見

る
に
つ
け
て
も
、
彼
は
自
ら
の
今
の
失
敗
が
、
彼
の
一
生
の
労
作
に
、
暗
い
影
を
投

げ
る
よ
う
な
―
―
彼
自
身
の
実
力
が
根
本
的
に
怪
し
い
よ
う
な
、
忌い

ま

わ
し
い
不
安
を

禁
じ
る
事
が
出
来
な
い
。

「
自
分
は
さ
っ
き
ま
で
、
本
朝
に
比
倫
を
絶
し
た
大
作
を
書
く
つ
も
り
で
い
た
。
が
、

そ
れ
も
や
は
り
事
に
よ
る
と
、
人
並
に
己う

ぬ

惚ぼ

れ
の
一
つ
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。」

こ
う
云
う
不
安
は
、
彼
の
上
に
、
何
よ
り
も
堪た

え
難が

た

い
、
落ら

く

莫ば
く

た
る
孤
独
の
情�

を
齎も

た
らし
た
。
彼
は
彼
の
尊
敬
す
る
和
漢
の
天
才
の
前
に
は
、
常
に
謙
遜
で
あ
る
事�

を
忘
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
が
、
そ
れ
だ
け
に
又
、
同
時
代
の
屑せ

つ

々せ
つ

た
る
作
者
輩ば

ら

に

対
し
て
は
、
傲
慢
で
あ
る
と
共
に
、
飽あ

く

迄ま
で

も
不
遜
で
あ
る
。
そ
の
彼
が
、
結
局
自
分

も
彼か

れ

等ら

と
同
じ
能
力
の
所
有
者
だ
っ
た
と
云
う
事
を
、
そ
う
し
て
更
に
厭い

と

う
可べ

き�

遼り
ょ
う

東と
う

の
豕い

の
こ

だ
っ
た
と
云
う
事
は
、
ど
う
し
て
安
々
と
認
め
ら
れ
よ
う
。
し
か
も�

彼
の
強
大
な
「
我
」
は
「
悟
り
」
と
「
諦
め
」
と
に
避
難
す
る
に
は
余
り
に
情
熱
に

溢あ
ふ

れ
て
い
る
。　

彼
は
机
の
前
に
身
を
横よ

こ
たえ

た
儘ま

ま

、
親
船
の
沈
む
の
を
見
る
、
難
破
し
た
船
長
の�

眼
で
、
失
敗
し
た
原
稿
を
眺
め
な
が
ら
、
静し

ず
かに
絶
望
の
威
力
と
戦
い
つ
づ
け
た
。�

も
し
こ
の
時
、
彼
の
後う

し
ろの

襖ふ
す
まが

、
け
た
た
ま
し
く
開
け
放
さ
れ
な
か
っ
た
ら
、
そ�

＊

＊

＊＊

＊

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
。）

滝た
き

沢ざ
わ

馬ば

琴き
ん

は
江
戸
時
代
末
期
に
活
躍
し
た
戯げ

作さ
く

者し
ゃ

（
通
俗
小
説
の
作
者
）
で
あ
る
。

彼
は
、
執
筆
中
の
「
八
犬
伝
」
に
対
す
る
心
な
い
周
囲
の
評
判
や
出
版
元
の
横お

う

柄へ
い

な

態
度
に
腹
を
立
て
て
い
た
。
そ
ん
な
折
、
親
友
の
画
家
渡わ

た

辺な
べ

崋か

山ざ
ん

の
訪
問
を
受
け
、

現
在
の
体
制
下
に
お
け
る
互
い
の
創
作
に
つ
い
て
語
り
合
っ
た
。

崋
山
が
帰
っ
た
後
で
、
馬
琴
は
ま
だ
残
っ
て
い
る
興
奮
を
力
に
、
八
犬
伝
の
稿
を

つ
ぐ
べ
く
、
何い

時つ

も
の
よ
う
に
机
へ
向む

か

っ
た
。
先
を
書
き
つ
づ
け
る
前
に
、
昨
日
書

い
た
所
を
一
通
り
読
み
返
す
の
が
、
彼
の
昔
か
ら
の
習
慣
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
今

日
も
、
細
い
行
の
間
へ
べ
た
一
面
に
朱
を
入
れ
た
、
何
枚
か
の
原
稿
を
、
気
を
つ
け

て
ゆ
っ
く
り
読
み
返
し
た
。

す
る
と
、
何な

故ぜ

か
書
い
て
あ
る
事
が
、
自
分
の
心
も
ち
と
ぴ
っ
た
り
来
な
い
。
字

と
字
と
の
間
に
、
不
純
な
雑
音
が
潜
ん
で
い
て
、
そ
れ
が
全
体
の
調
和
を
至
る
所
で

破
っ
て
い
る
。
彼
は
最
初
そ
れ
を
、
彼
の
癇か

ん

が
昂た

か

ぶ
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
解
釈
し
た
。

「
今
の
己
の
心
も
ち
が
悪
い
の
だ
。
書
い
て
あ
る
事
は
、
ど
う
に
か
書
き
切
れ
る
所

ま
で
、
書
き
切
っ
て
い
る
筈は

ず

だ
か
ら
。」

そ
う
思
っ
て
、
彼
は
も
う
一
度
読
み
返
し
た
。
が
、
調
子
の
狂
っ
て
い
る
事
は
前

と
一
向
変か

わ

り
は
な
い
。
彼
は
老
人
と
は
思
わ
れ
な
い
程
、
心
の
中
で
狼ろ

う

狽ば
い

し
出
し
た
。

「
こ
の
も
う
一
つ
前
は
ど
う
だ
ろ
う
。」

彼
は
そ
の
前
に
書
い
た
所
へ
眼め

を
通
し
た
。
す
る
と
、
こ
れ
も
亦ま

た

徒い
た
ずら

に
粗
雑

な
文
句
ば
か
り
が
、
糅じ

ゅ
う

然ぜ
ん

と
し
て
ち
ら
か
っ
て
い
る
。
彼
は
更
に
そ
の
前
を
読
ん

だ
。
そ
う
し
て
又
そ
の
前
の
前
を
読
ん
だ
。

し
か
し
読
む
に
従
っ
て
、
拙
劣
な
布
置
と
乱
脈
な
文
章
と
は
、
次
第
に
眼
の
前
に

展
開
し
て
来
る
。
そ
こ
に
は
何な

ん

等ら

の
映
像
を
も
与
え
な
い
叙
景
が
あ
っ
た
。
何
等
の

感
激
を
も
含
ま
な
い
詠え

い

歎た
ん

が
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
又
、
何
等
の
理
路
を
辿た

ど

ら
な
い
論

3�

＊

＊
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「
そ
れ
か
ら
―
―
え
え
と
―
―
癇か

ん

癪し
ゃ
くを
起お

こ

し
ち
ゃ
い
け
ま
せ
ん
っ
て
。」

「
お
や
お
や
、
そ
れ
っ
き
り
か
い
。」

「
ま
だ
あ
る
の
。」

太
郎
は
こ
う
云
っ
て
、
糸い

と

鬢び
ん

奴や
っ
この

頭
を
仰
向
け
な
が
ら
自
分
も
亦
笑
い
出
し
た
。

眼
を
細
く
し
て
、
白
い
歯
を
出
し
て
、
小
さ
な
靨
を
よ
せ
て
、
笑
っ
て
い
る
の
を
見

る
と
、
こ
れ
が
大
き
く
な
っ
て
、
世
間
の
人
間
の
よ
う
な
憐あ

わ

れ
む
べ
き
顔
に
な
ろ
う

と
は
、
ど
う
し
て
も
思
わ
れ
な
い
。
馬
琴
は
幸
福
の
意
識
に
溺
れ
な
が
ら
、
こ
ん
な

事
を
考
え
た
。
そ
う
し
て
そ
れ
が
、
更
に
又
彼
の
心
を
擽く

す
ぐっ

た
。

「
ま
だ
何
か
あ
る
か
い
？
」

「
ま
だ
ね
。
い
ろ
ん
な
事
が
あ
る
の
。」

「
ど
ん
な
事
が
？
」

「
え
え
と
―
―
お
祖
父
様
は
ね
。
今
に
も
っ
と
え
ら
く
な
り
ま
す
か
ら
ね
。」

「
え
ら
く
な
り
ま
す
か
ら
？
」

「
で
す
か
ら
ね
。
よ
く
ね
。
辛
抱
お
し
な
さ
い
っ
て
。」

「
辛
抱
し
て
い
る
よ
。」
馬
琴
は
思
わ
ず
、
真
面
目
な
声
を
出
し
た
。

「
も
っ
と
、
も
っ
と
よ
う
く
辛
抱
な
さ
い
っ
て
。」

「
誰
が
そ
ん
な
事
を
云
っ
た
の
だ
い
。」

「
そ
れ
は
ね
。」

太
郎
は
悪い

た

戯ず
ら

そ
う
に
、
ち
ょ
い
と
彼
の
顔
を
見
た
。
そ
う
し
て
笑
っ
た
。

「
だ
あ
れ
だ
？
」

「
そ
う
さ
な
。
今
日
は
御
仏
参
に
行
っ
た
の
だ
か
ら
、
お
寺
の
坊
さ
ん
に
聞
い
て
来

た
の
だ
ろ
う
。」

「
違
う
。」

断
然
と
し
て
首
を
振
っ
た
太
郎
は
、
馬
琴
の
膝
か
ら
、
半
分
腰
を
擡も

た

げ
な
が
ら
、

顋あ
ご

を
少
し
前
へ
出
す
よ
う
に
し
て
、

「
あ
の
ね
。」

「
う
ん
。」

＊

う
し
て
「
お
祖じ

父い

様
唯た

だ

今い
ま

」
と
云
う
声
と
共
に
、
柔
か
い
小
さ
な
手
が
、
彼
の
頸く

び

へ

抱
き
つ
か
な
か
っ
た
ら
、
彼
は
恐
ら
く
こ
の
憂
鬱
な
気
分
の
中
に
、
何
時
ま
で
も
鎖と

ざ

さ
れ
て
い
た
事
で
あ
ろ
う
。
が
、
孫
の
太た

郎ろ
う

は
襖
を
開
け
る
や
否
や
、
子
供
の
み
が

持
っ
て
い
る
大
胆
と
素
直
と
を
以も

っ

て
、
い
き
な
り
馬
琴
の
膝
の
上
へ
勢

い
き
お
いよ

く
と
び

上
っ
た
。

「
お
祖
父
様
唯
今
。」

「
お
お
、
よ
く
早
く
帰
っ
て
来
た
な
。」

こ
の
語こ

と
ば

と
共
に
、
八
犬
伝
の
著
者
の
皺し

わ

だ
ら
け
な
顔
に
は
、
⑵
別
人
の
よ
う
な�

　

�

び
が
輝
い
た
。

茶
の
間
の
方
で
は
、
癇か
ん

高だ
か

い
妻
の
お
百ひ

ゃ
くの

声
や
内
気
ら
し
い
嫁
の
お
路み

ち

の
声
が�

　

 

に
聞き

こ

え
て
い
る
。
時
々
太
い
男
の
声
が
ま
じ
る
の
は
、
折
か
ら
倅せ

が
れ

の
宗そ

う

伯は
く

も�

帰
り
合あ

わ

せ
た
ら
し
い
。
太
郎
は
祖
父
の
膝
に
跨ま

た

が
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
聞
き
す
ま
し

で
も
す
る
よ
う
に
、
わ
ざ
と
真
面
目
な
顔
を
し
て
天
井
を
眺
め
た
。
外
気
に
さ
ら
さ

れ
た
頰
が
赤
く
な
っ
て
、
小
さ
な
鼻
の
穴
の
ま
わ
り
が
、
息
を
す
る
度
に
動
い
て
い

る
。

「
あ
の
ね
、
お
祖
父
様
に
ね
。」

栗く
り

梅う
め

の
小
さ
な
紋も

ん

附つ
き

を
着
た
太
郎
は
、
突
然
こ
う
云
い
出
し
た
。
考
え
よ
う
と�

す
る
努
力
と
、
笑
い
た
い
の
を
耐こ

ら

え
よ
う
と
す
る
努
力
と
で
、
靨え

く
ぼが
何
度
も
消
え�

た
り
出
来
た
り
す
る
。
―
―
そ
れ
が
馬
琴
に
は
、
自

お
の
ず
から

微
笑
を
誘
う
よ
う
な
気
が
し

た
。

「
よ
く
毎
日
。」

「
う
ん
、
よ
く
毎
日
？
」

「
御
勉
強
な
さ
い
。」

馬
琴
は
と
う
と
う
噴
き
出
し
た
。
が
、
笑
い
の
中
で
す
ぐ
又
語
を
つ
ぎ
な
が
ら
、

「
そ
れ
か
ら
？
」

悦よ
ろ
こ賑

に
ぎ
や
か

＊
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「
あ
せ
る
な
。
そ
う
し
て
出
来
る
だ
け
、
深
く
考
え
ろ
。」

馬
琴
は
⑷

や
や
も
す
れ
ば
走
り
そ
う
な
筆
を
警い

ま
し

め
な
が
ら
、
何
度
も
こ
う
自
分�

に
囁さ

さ
やい

た
。
が
、
頭
の
中
に
は
も
う
さ
っ
き
の
星
を
砕
い
た
よ
う
な
も
の
が
、
川�

よ
り
も
早
く
流
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
そ
れ
が
刻
々
に
力
を
加
え
て
来
て
、
否い

や

応お
う

な

し
に
彼
を
押
し
や
っ
て
し
ま
う
。

彼
の
耳
に
は
何
時
か
、　
蟋
蟀
の
声
が
聞
え
な
く
な
っ
た
。
彼
の
眼
に
も
、
円
行

燈
の
か
す
か
な
光
が
、
今
は
少
し
も
苦
に
な
ら
な
い
。
筆
は
自
ら
勢
を
生
じ
て
、
一

気
に
紙
の
上
を
辷す

べ

り
は
じ
め
る
。
彼
は
神
人
と
相
搏う

つ
よ
う
な
態
度
で
、
殆ほ

と
んど

必�

死
に
書
き
つ
づ
け
た
。

頭
の
中
の
流な

が
れは

、
丁
度
空
を
走
る
銀
河
の
よ
う
に
、
滾こ

ん

々こ
ん

と
し
て
何ど

処こ

か
ら
か�

溢あ
ふ

れ
て
来
る
。
彼
は
そ
の
凄す

さ
ま

じ
い
勢
を
恐
れ
な
が
ら
、
自
分
の
肉
体
の
力
が
万�

一
そ
れ
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
る
場
合
を
気
づ
か
っ
た
。
そ
う
し
て
、
緊か

た

く
筆
を
握
り

な
が
ら
、
何
度
も
こ
う
自
分
に
呼
び
か
け
た
。

「
⑸

根
か
ぎ
り
書
き
つ
づ
け
ろ
。
今
己
が
書
い
て
い
る
事
は
、
今
で
な
け
れ
ば
書
け

な
い
事
か
も
知
れ
な
い
ぞ
。」

し
か
し
光
の
靄も

や

に
似
た
流な

が
れは

、
少
し
も
そ
の
速
力
を
緩
め
な
い
。
反か

え

っ
て
目
ま
ぐ

る
し
い
飛
躍
の
中
に
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
溺
ら
せ
な
が
ら
、
澎ほ

う

湃は
い

と
し
て
彼
を
襲
っ

て
来
る
。
彼
は
遂
に
全
く
そ
の
虜と

り
こに

な
っ
た
。
そ
う
し
て
一
切
を
忘
れ
な
が
ら
、�

そ
の
流
の
方
向
に
、
嵐
の
よ
う
な
勢
で
筆
を
駆
っ
た
。

こ
の
時
彼
の
王
者
の
よ
う
な
眼
に
映
っ
て
い
た
も
の
は
、
利
害
で
も
な
け
れ
ば
、

愛
憎
で
も
な
い
。
ま
し
て
毀き

誉よ

に
煩
わ
さ
れ
る
心
な
ど
は
、
と
う
に
眼
底
を
払
っ
て

消
え
て
し
ま
っ
た
。
あ
る
の
は
、
唯た

だ

不
可
思
議
な
悦
び
で
あ
る
。
或
は
恍こ

う

惚こ
つ

た
る
悲

壮
の
感
激
で
あ
る
。
こ
の
感
激
を
知
ら
な
い
も
の
に
、
ど
う
し
て
戯げ

作さ
く

三ざ
ん

昧ま
い

の
心
境

が
味
到
さ
れ
よ
う
。
ど
う
し
て
戯
作
者
の
厳
か
な
魂
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
こ
こ
に
こ

そ
「
人
生
」
は
、
あ
ら
ゆ
る
そ
の
残ざ

ん

滓し

を
洗
っ
て
、
ま
る
で
新
し
い
鉱
石
の
よ
う

に
、
美
し
く
作
者
の
前
に
、
輝
い
て
い
る
で
は
な
い
か
。
…
…

Ｂ

＊

＊

＊

＊

＊

「
浅あ

さ

草く
さ

の
観か

ん

音の
ん

様
が
そ
う
云
っ
た
の
。」

こ
う
云
う
と
共
に
、
こ
の
子
供
は
、
家
内
中
に
聞
え
そ
う
な
声
で
、
嬉う

れ

し
そ
う
に

笑
い
な
が
ら
、
馬
琴
に
つ
か
ま
る
の
を
恐
れ
る
よ
う
に
、
急
い
で
彼
の
側そ

ば

か
ら
飛
び

退の

い
た
。
そ
う
し
て
う
ま
く
祖
父
を
か
つ
い
だ
面
白
さ
に
小
さ
な
手
を
叩た

た

き
な
が
ら
、

こ
ろ
げ
る
よ
う
に
し
て
茶
の
間
の
方
へ
逃
げ
て
行
っ
た
。

馬
琴
の
心
に
、
厳
粛
な
何
物
か
が
刹せ

つ

那な

に
閃ひ

ら
めい
た
の
は
、
こ
の
時
で
あ
る
。
彼�

の
脣

く
ち
び
るに

は
、
幸
福
な
微
笑
が
浮う

か

ん
だ
。
そ
れ
と
共
に
彼
の
眼
に
は
、
何
時
か
涙
が�

一
ぱ
い
に
な
っ
た
。
こ
の
冗
談
は
太
郎
が
考
え
出
し
た
の
か
、
或あ

る
いは

又
母
が
教
え�

て
や
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
彼
の
問
う
所
で
は
な
い
。
こ
の
時
、
こ
の
孫
の
口
か
ら
、

こ
う
云
う
語
を
聞
い
た
の
が
、
不
思
議
な
の
で
あ
る
。

「
観
音
様
が
そ
う
云
っ
た
か
。
勉
強
し
ろ
。
癇
癪
を
起
す
な
。
そ
う
し
て
も
っ
と
よ

く
辛
抱
し
ろ
。」

六
十
何
歳
か
の
老
芸
術
家
は
、

⑶
涙
の
中
に
笑
い
な
が
ら
、
子
供
の
よ
う
に�　

�

い
た
。

そ
の
夜
の
事
で
あ
る
。

馬
琴
は
薄
暗
い
円ま

る

行あ
ん

燈ど
ん

の
光
の
下
で
、
八
犬
伝
の
稿
を
つ
ぎ
始
め
た
。
執
筆
中
は

家
内
の
も
の
も
、
こ
の
書
斎
へ
は
は
い
っ
て
来
な
い
。
ひ
っ
そ
り
し
た
部
屋
の
中
で

は
、
燈と

う

心し
ん

の
油
を
吸
う
音
が
、　
蟋こ

お

蟀ろ
ぎ

の
声
と
共
に
、
空む

な

し
く
夜
長
の
寂
し
さ
を

語
っ
て
い
る
。

始
め
筆
を
下お

ろ

し
た
時
、
彼
の
頭
の
中
に
は
、
か
す
か
な
光
の
よ
う
な
も
の
が
動
い

て
い
た
。
が
、
十
行
二
十
行
と
、
筆
が
進
む
の
に
従
っ
て
、
そ
の
光
の
よ
う
な
も
の

は
、
次
第
に
大
き
さ
を
増
し
て
来
る
。
経
験
上
、
そ
の
何
で
あ
る
か
を
知
っ
て
い
た

馬
琴
は
、
注
意
に
注
意
を
し
て
、
筆
を
運
ん
で
行
っ
た
。
神
来
の
興
は
火
と
少
し
も

変か
わ

り
が
な
い
。
起
す
事
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
一
度
燃
え
て
も
、
す
ぐ
に
又
消
え
て
し

ま
う
。
…
…

頷う
な
ず

＊

Ａ

＊
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〔
注
〕�

べ
た
一
面
に
朱
を
入
れ
た
―�

―
開
い
て
い
る
ペ
ー
ジ
全
面
に
朱
筆
で
訂
正
を
書

き
入
れ
た
。

�

糅じ
ゅ
う

然ぜ
ん

―�

―
も
の
が
散
ら
か
っ
て
い
る
状
態
。

�

弓ゆ
み

張は
り

月づ
き

―�

―
「
弓
張
月
」 「
南な

ん

柯か
の

夢ゆ
め

」
い
ず
れ
も
馬
琴
の
作
品
。

�

本
朝
に
比
倫
を
絶
し
た
―�

―
我
が
国
で
は
比
べ
る
も
の
が
な
い
ほ
ど
す
ば
ら

し
い
。

�

落ら
く

莫ば
く

た
る
―�

―
見
る
べ
き
も
の
が
な
く
、
寂
し
い
様
子
。

�

屑せ
つ

々せ
つ

た
る
作
者
輩ば

ら

―�

―
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
こ
だ
わ
る
作
家
た
ち
。

�

遼り
ょ
う

東と
う

の
豕い

の
こ

―�

―
見
識
が
狭
い
た
め
に
、
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
を
自
慢
す
る
こ
と
。

�

栗く
り

梅う
め

―�

―
赤
茶
色
の
一
種
。　

�

糸い
と

鬢び
ん

奴や
っ
こ

―�

―
江
戸
時
代
に
流
行
し
た
男
子
の
髪
型
の
一
つ
。

�

円ま
る

行あ
ん

燈ど
ん

―�

―
円
筒
形
の
照
明
器
具
。

�

神
来
の
興
―�

―
神
が
乗
り
移
っ
た
よ
う
に
、
突
然
考
え
が
ひ
ら
め
く
こ
と
。

�

神
人
と
相
搏う

つ
よ
う
な
態
度
―�

―
人
間
が
神
に
向
か
っ
て
い
く
よ
う
な
態
度
。

�

澎ほ
う

湃は
い

と
し
て
―�

―
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
様
子
。

�

毀き

誉よ

―�

―
悪
く
言
う
こ
と
と
、
ほ
め
る
こ
と
。

�

眼
底
を
払
っ
て
―�

―
す
っ
か
り
消
え
去
っ
て
。

�

残ざ
ん

滓し

を
洗
っ
て
―�

―
と
ど
ま
っ
て
い
る
も
の
を
き
れ
い
に
し
て
。

�

尩お
う

弱じ
ゃ
く

―�

―
病
弱
で
あ
る
様
子
。

�

ま
ろ
め
る
―�

―
丸
く
す
る
。

そ
の
間
も
茶
の
間
の
行
燈
の
ま
わ
り
で
は
、
姑
し
ゅ
う
との
お
百
と
、
嫁
の
お
路
と
が
、�

向む
か

い
合
っ
て
縫ぬ

い

物も
の

を
続
け
て
い
る
。
太
郎
は
も
う
寝
か
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
少
し
離

れ
た
所
に
は
尩お

う

弱じ
ゃ
くら
し
い
宗
伯
が
、
さ
っ
き
か
ら
丸
薬
を
ま
ろ
め
る
の
に
忙
し
い
。

「
お
父
様
は
ま
だ
寝
な
い
か
ね
え
。」

や
が
て
お
百
は
、
針
へ
髪
の
油
を
つ
け
な
が
ら
、
不
服
ら
し
く
呟つ

ぶ
やい

た
。

「
き
っ
と
又
お
書
き
も
の
で
、
夢
中
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
し
ょ
う
。」

お
路
は
眼
を
針
か
ら
離
さ
ず
に
、
返
事
を
し
た
。

「
困
り
者
だ
よ
。
碌ろ

く

な
お
金
に
も
な
ら
な
い
の
に
さ
。」

お
百
は
こ
う
云
っ
て
、
倅
と
嫁
と
を
見
た
。
宗
伯
は
聞
え
な
い
ふ
り
を
し
て
、
答

え
な
い
。
お
路
も
黙
っ
て
、
針
を
運
び
つ
づ
け
た
。
蟋
蟀
は
こ
こ
で
も
、
書
斎
で
も
、

変
り
な
く
秋
を
鳴
き
つ
く
し
て
い
る
。

（
芥
川
龍
之
介
「
戯げ

作さ
く

三ざ
ん

昧ま
い

」
に
よ
る
）

＊

＊
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〔
問
３
〕　

涙
の
中
に
笑
い
な
が
ら
、
子
供
の
よ
う
に
頷う

な
ず

い
た
。
と
あ
る
が
、
そ�

れ
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は�

ど
れ
か
。

ア　

無
邪
気
な
太
郎
の
言
葉
が
創
作
を
続
け
よ
と
い
う
お
告
げ
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
、�

自
ら
を
救
う
光
明
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
か
ら
。　

イ　

苦
し
ん
で
い
る
自
分
を
見
か
ね
て
太
郎
に
観
音
様
が
お
告
げ
を
託
し
た
こ
と
が�

伝
わ
り
、
そ
の
御ご

利り

益や
く

に
感
謝
し
て
い
る
か
ら
。

ウ　

幼
い
孫
の
い
た
わ
り
を
身
に
し
み
て
う
れ
し
く
感
じ
て
涙
が
流
れ
、
さ
ら
に
孫�

の
言
う
こ
と
が
正
し
い
と
納
得
し
た
か
ら
。

エ　

太
郎
が
お
告
げ
の
よ
う
に
言
っ
た
言
葉
は
正
し
い
の
か
ど
う
か
が
判
断
に
困
る�

も
の
で
、
肯
定
も
否
定
も
で
き
な
い
か
ら
。

〔
問
４
〕　

や
や
も
す
れ
ば
走
り
そ
う
な
筆
を
警い

ま
しめ
な
が
ら
、
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ

と
を
警い

ま
しめ
て
い
る
か
。
二
十
五
字
以
内
で
書
け
。

⑶⑷

〔
問
１
〕　

眼
は
机
の
上
を
離
れ
な
い
。
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由�

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

ア　

も
う
一
度
書
き
直
そ
う
と
強
く
決
め
た
も
の
の
、
人
び
と
の
評
判
や
出
版
元
の�

評
価
が
気
に
な
っ
て
し
ま
い
、
直
す
勇
気
が
出
な
い
か
ら
。

イ　

作
家
と
し
て
の
実
力
に
限
界
を
感
じ
た
も
の
の
、
他
の
作
家
よ
り
優
れ
て
い
る�

と
自
負
し
て
い
る
の
で
、
直
す
必
要
性
を
見
い
だ
せ
な
い
か
ら
。

ウ　

何
の
感
動
も
生
ま
な
い
失
敗
作
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
思
う
も
の
の
、
情�

熱
を
も
っ
て
書
い
た
も
の
な
の
で
、
捨
て
る
に
は
惜
し
い
か
ら
。

エ　

不
本
意
な
仕
上
が
り
の
作
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
思
う
も
の
の
、
そ
の
感
覚
は�

一
時
の
気
の
迷
い
だ
と
し
て
、
冷
静
に
な
ろ
う
と
思
っ
た
か
ら
。

〔
問
２
〕　

別
人
の
よ
う
な
悦よ

ろ
こ

び
が
輝
い
た
。
と
は
ど
の
よ
う
な
様
子
を
あ
ら�

わ
し
て
い
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は�

ど
れ
か
。

ア　

ど
う
し
て
も
原
稿
が
気
に
な
っ
て
孤
独
に
陥
っ
て
い
た
が
、
孫
と
遊
べ
る
状
況�

に
変
わ
り
、
執
筆
か
ら
逃
げ
ら
れ
て
ほ
っ
と
し
て
い
る
様
子
。

イ　

才
能
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
と
一
人
で
闘
っ
て
い
た
が
、
孫
の
帰�

宅
で
祖
父
の
顔
を
取
り
戻
し
、
幸
福
を
感
じ
て
い
る
様
子
。

ウ　

家
族
が
仏
参
に
出
か
け
て
い
て
静
か
だ
っ
た
家
が
、
家
族
と
共
に
孫
が
帰
宅
し
、

に
ぎ
や
か
な
家
に
も
ど
っ
た
こ
と
を
喜
ば
し
く
思
う
様
子
。

エ　

執
筆
活
動
の
な
か
で
絶
望
を
感
じ
て
苦
し
ん
で
い
た
が
、
孫
の
無
邪
気
さ
に
触�

れ
て
、
今
の
状
況
が
好
転
す
る
と
期
待
し
て
い
る
様
子
。

⑴⑵
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〔
問
６
〕　

蟋こ
お

蟀ろ
ぎ

と 

蟋
蟀
は
そ
れ
ぞ
れ
文
章
に
ど
の
よ
う
な
表
現
効
果
を
あ
た�

え
て
い
る
か
。
効
果
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
う
ち
で
は�

ど
れ
か
。

ア　

Ａ
は
ひ
っ
そ
り
し
た
夜
に
響
く
自
然
の
息
づ
か
い
を
、
Ｂ
は
夜
が
更
け
て
一
日�

が
終
わ
っ
て
ゆ
く
静
け
さ
を
表
現
し
て
い
る
。

イ　

Ａ
は
秋
の
夜
長
の
孤
独
を
、
Ｂ
は
孤
独
な
作
家
生
活
を
一
匹
の
蟋
蟀
に
重
ね
た�

本
当
の
意
味
で
の
孤
独
を
表
現
し
て
い
る
。

ウ　

Ａ
は
家
族
す
ら
寄
り
つ
か
な
い
書
斎
の
静
け
さ
を
、
Ｂ
は
書
斎
に
い
た
蟋
蟀
す�

ら
消
え
て
し
ま
っ
た
静
け
さ
を
表
現
し
て
い
る
。

エ　

Ａ
は
長
く
な
る
秋
の
夜
の
静
け
さ
を
、
Ｂ
は
馬
琴
が
創
作
に
意
識
を
集
中
す
る�

こ
と
で
生
ま
れ
る
静
け
さ
を
表
現
し
て
い
る
。

Ａ

Ｂ

〔
問
５
〕　

根
か
ぎ
り
書
き
つ
づ
け
ろ
。
と
馬
琴
が
「
自
分
に
呼
び
か
け
た
」
の�

は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は�

ど
れ
か
。

ア　

自
力
で
創
作
を
続
け
る
自
信
を
失
っ
て
い
た
が
、
今
は
太
郎
が
伝
え
た
お
告
げ�

を
信
じ
て
書
け
ば
よ
い
と
悟
り
、
根
気
よ
く
書
き
続
け
る
こ
と
だ
け
を
神
に
念
じ�

よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
。

イ　

自
身
の
能
力
の
限
界
へ
の
恐
れ
に
一
度
は
挫
折
し
か
け
た
が
、
今
は
創
作
の
悦�

び
と
意
欲
に
満
ち
て
お
り
、
気
力
も
体
力
も
尽
き
な
い
よ
う
に
、
自
分
を
励
ま
そ�

う
と
し
て
い
る
か
ら
。

ウ　

よ
う
や
く
描
く
べ
き
も
の
が
定
ま
り
、
創
作
活
動
の
成
功
は
創
作
の
神
と
の
融�

和
に
か
か
っ
て
い
る
上
に
、
自
分
の
肉
体
の
限
界
が
近
づ
い
て
い
る
こ
と
に
も
恐�

怖
を
感
じ
て
い
る
か
ら
。

エ　

描
く
べ
き
も
の
が
流
れ
の
よ
う
に
押
し
寄
せ
て
く
る
が
、
そ
れ
は
今
を
逃
す
と�

忘
れ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
よ
う
な
凄
ま
じ
い
勢
い
を
持
っ
て
お
り
、
腰
を
据
え
て�

書
く
力
が
必
要
だ
か
ら
。

⑸
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の
気
づ
き
の
地
平
か
ら
、
そ
れ
ら
の
経
験
を
「
空
想
」
と
か
「
幻
覚
」
と
か
「
夢
」

な
ど
と
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
直
接
経
験
の

時
点
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
様
式
的
な
特
徴
を
帯
び
た
ウ
ソ
偽
り
の
な
い
現
象

そ
の
も
の
で
す
。（
第
５
段
）

こ
れ
に
対
し
て
、
言
葉
の
世
界
で
は
、
そ
れ
が
「
虚
構
」
で
あ
る
と
い
う
原
理
上

か
ら
は
、
い
く
ら
で
も
ウ
ソ
に
満
ち
溢あ

ふ

れ
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
ウ
ソ
は
「
嘘う

そ

」
と

書
き
ま
す
。
口
で
言
わ
れ
た
そ
ら
ご
と
の
こ
と
で
す
。「
そ
ら
ご
と
」
は
「
言
わ
れ

た
こ
と
」
以
外
の
と
こ
ろ
に
は
存
在
で
き
ま
せ
ん
。
現
に
悪
意
が
な
く
て
も
ウ
ソ
は

日
常
た
え
ず
つ
か
れ
て
い
ま
す
し
、
⑵

ウ
ソ
も
方
便
と
か
口
実
と
い
う
言
葉
も
あ
り
、

空
々
し
い
儀
礼
表
現
に
も
事
欠
き
ま
せ
ん
。
相
手
の
こ
と
を
思
い
や
っ
て
の
ウ
ソ
と

い
う
こ
と
さ
え
あ
り
ま
す
。（
第
６
段
）

ウ
ソ
と
は
そ
も
そ
も
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
ふ
つ
う
こ
れ
は
、「
事
実
と
異
な
る
こ

と
を
言
う
こ
と
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
で
大
過
あ
り
ま
せ
ん
が
、

で
は
事
実
と
は
い
っ
た
い
何
で
し
ょ
う
か
。
だ
れ
に
と
っ
て
も
絶
対
に
確
か
な
事
実

と
い
う
も
の
が
あ
る
の
か
と
問
わ
れ
た
ら
、
こ
れ
に
答
え
る
こ
と
が
意
外
に
難
問
で

あ
る
こ
と
に
気
づ
く
で
し
ょ
う
。（
第
７
段
）

ウ
ソ
と
は
、
語
り
手
が
直
接
経
験
の
現
場
か
ら
離
れ
て
そ
の
経
験
を
言
葉
で
再
構

成
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
主
観
的
な
意
図
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
不

可
避
的
に
と
も
な
わ
せ
て
し
ま
う
直
接
経
験
と
の
食
い
違
い
の
こ
と
で
す
。（
第
８
段
）

こ
こ
で
「
直
接
経
験
」
と
い
う
言
葉
は
、
必
ず
し
も
「
事
実
」
と
い
う
言
葉
と
は

重
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
先
に
述
べ
た
心
像
や
幻
覚
や
夢
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い

の
で
す
。（
第
９
段
）

い
ま
私
は
、
ウ
ソ
を
定
義
す
る
の
に
、「
ほ
と
ん
ど
不
可
避
的
に
と
も
な
わ
せ
て

し
ま
う
直
接
経
験
と
の
食
い
違
い
」
と
言
い
、「
必
ず
と
も
な
わ
せ
て
し
ま
う
」
と

は
言
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
⑶「

必
ず
」
な
ら
ば
、
本
当
に
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
場
は
ウ
ソ
八
百
の
世
界
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
社
会
は
、
多
く

の
ウ
ソ
に
満
た
さ
れ
な
が
ら
、
時
に
は
ウ
ソ
で
あ
る
こ
と
を
暗
黙
の
う
ち
に
了
解
し
、�

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
。）

言
葉
が
「
虚
構
」
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
い
か
よ
う
に
も
既
成
の
世
界
の
あ
り
方

を
変
容
さ
せ
、
歪わ

い

曲き
ょ
くす

る
こ
と
も
可
能
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
言�

い
換
え
る
と
、
言
葉
と
い
う
も
の
は
、
真
実
あ
る
が
ま
ま
の
表
現
で
は
な
く
、
も
と

も
と
「
ウ
ソ
八
百
」
で
あ
る
こ
と
を
本
質
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ

う
か
。（
第
１
段
）

こ
れ
は
、
半
分
は
正
し
い
で
す
が
、
半
分
は
間
違
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
ま
で
突
っ

走
ら
な
い
た
め
に
は
、「
虚
構
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
合
い
を
よ
り
厳
密
に
考
え
て

み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。（
第
２
段
）

半
分
正
し
い
と
い
う
の
は
、「
ウ
ソ
」
と
い
う
現
象
が
言
葉
の
世
界
で
の
み
起
こ

り
う
る
と
い
う
こ
と
を
み
な
よ
く
知
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
言
葉
を
離
れ
た
世
界
、
つ

ま
り
自
然
現
象
、
身
体
現
象
、
行
動
そ
の
も
の
、
知
覚
世
界
、
喜
怒
哀
楽
な
ど
の
情

緒
世
界
、
心
像
（
記
憶
、
空
想
）、
幻
覚
、
夢
の
な
か
の
表
象
な
ど
、
こ
れ
ら
に
は
、

ウ
ソ
の
可
能
性
は
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
は
、
肯
定
す
る
も
否
定
す
る�

も
な
く
、
た
だ
と
に
か
く
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
存
在
す
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で

す
。（
第
３
段
）

心
像
、
幻
想
、
夢
の
な
か
の
表
象
な
ど
は
、
現
実
と
違
う
か
ら
虚
偽
で
は
な
い
か

と
い
う
人
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
こ
れ
ら
の
現
象
を
そ
の

よ
う
に
言
葉
で
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
⑴

私
た
ち
人
間
が
、
そ
れ
ら
を
直

接
経
験
し
て
い
る
心
的
な
現
場
を
何
ら
か
の
形
で
超
越
し
た
地
点
に
立
て
る
か
ら
に

ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。（
第
４
段
）

空
想
に
耽ふ

け

っ
て
い
る
と
き
、
何
か
の
き
っ
か
け
が
あ
っ
て
わ
れ
に
返
れ
ば
、
た
だ

ち
に
そ
れ
が
「
空
想
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
し
、
夢
体
験
を
真
実
と
思
い
込
ん

で
い
て
も
、
目
覚
め
れ
ば
す
ぐ
に
そ
れ
が
「
夢
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。

私
た
ち
の
意
識
は
そ
う
い
う
時
間
差
に
よ
る
気
づ
き
を
い
つ
も
し
て
い
る
の
で
、
そ

4

＊
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ら
の
自
由
を
確
保
で
き
て
い
る
と
い
う
そ
の
こ
と
を
示
す
だ
け
で
、
そ
れ
自
身
は
何

ら
の
内
容
も
持
た
な
い
の
で
す
。（
第
15
段
）

言
葉
が
モ
ノ
や
コ
ト
や
感
覚
や
情
緒
を
抽
象
す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
が

こ
れ
ら
の
「
素
材
」
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
映
す
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
、
あ
る
事
物
に
対
す
る
ど
ん
な
に
精
密
な
指
示
作
用
と
し
て
言
葉
を
使
っ
た

と
し
て
も
、
免ま

ぬ
かれ
よ
う
の
な
い
事
実
で
す
。
そ
こ
に
は
い
く
ら
で
も
ウ
ソ
が
入
り�

込
む
余
地
が
あ
り
ま
す
。
言
語
主
体
の
自
由
が
介
在
し
て
い
る
か
ら
で
す
。（
第
16
段
）

し
か
し
で
は
、
言
葉
が
「
虚
構
」
で
あ
り
な
が
ら
、
実
際
に
ウ
ソ
で
は
な
い
場
合

と
い
う
の
は
あ
り
う
る
の
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
あ
り
え
ま
す
。
で
は
、
そ
れ
を

識
別
で
き
る
条
件
と
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
。（
第
17
段
）　

そ
れ
は
唯
一
、
語
り
手
が
属
す
る
言
語
共
同
体
が
彼
の
言
葉
を
「
ウ
ソ
で
は
な
い

こ
と
」 「
本
当
の
こ
と
」
と
し
て
承
認
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
言
語
共
同
体
（
話

の
聞
き
手
た
ち
）
が
彼
の
言
葉
に
お
墨
付
き
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
そ

れ
が
ウ
ソ
で
は
な
い
も
の
と
し
て
の
信
頼
を
勝
ち
取
る
の
で
す
。（
第
18
段
）

そ
れ
で
は
何
と
も
物
足
り
な
い
と
感
じ
る
読
者
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
真
実

は
真
実
、
ウ
ソ
は
ウ
ソ
と
す
る
明
確
な
識
別
の
根
拠
が
ど
こ
か
に
あ
ら
か
じ
め
あ
る

は
ず
だ
と
思
い
た
く
な
る
の
が
人
情
だ
か
ら
で
す
。
し
か
し
よ
く
考
え
て
み
ま
し
ょ

う
。（
第
19
段
）

地
動
説
の
前
に
は
天
動
説
が
真
実
（
真
理
）
で
し
た
。
た
く
さ
ん
の
人
た
ち
が
こ

れ
は
真
実
だ
と
訴
え
な
が
ら
、
ウ
ソ
つ
き
と
か
イ
ン
チ
キ
の
烙ら

く

印い
ん

を
押
さ
れ
て
死
ん

で
い
き
ま
し
た
。
唯
物
論
と
自
然
科
学
の
隆
盛
は
、
か
つ
て
自
明
だ
っ
た
「
神
」
の

存
在
と
い
う
真
実
を
疑
わ
せ
る
に
至
り
ま
し
た
。（
第
20
段
）

こ
の
よ
う
に
、
時
代
や
社
会
の
あ
り
方
、
つ
ま
り
共
同
性
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
真

実
と
ウ
ソ
と
は
、
い
く
ら
で
も
入
れ
替
わ
る
と
い
う
の
が
歴
史
の
教
え
る
と
こ
ろ
で

す
。
ど
ん
な
に
本
当
の
こ
と
を
説
い
た
つ
も
り
で
も
、
残
念
な
が
ら
ま
わ
り
が
認
め

て
く
れ
な
け
れ
ば
け
っ
し
て
真
実
と
は
さ
れ
な
い
の
で
す
。
人
を
説
得
す
る
こ
と
が

い
か
に
困
難
で
あ
る
か
は
、
私
た
ち
が
日
々
経
験
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
真
実
と

＊

＊

＊
＊

ま
た
時
に
は
善
意
の
疎
通
の
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
ウ
ソ
を
利
用
し
つ
つ
、
互
い
の
言
葉

を
真
実
で
あ
る
と
信
頼
し
あ
う
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。（
第
10
段
）

つ
ま
り
同
じ
ウ
ソ
と
い
っ
て
も
、
そ
の
流
通
の
仕
方
に
は
量
的
な
差
と
質
的
な
差

が
あ
り
、
い
わ
ば
私
た
ち
は
、
ウ
ソ
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
世
界
を
生
き
な
が
ら
、

そ
れ
ら
の
一
つ
一
つ
に
あ
る
格
付
け
を
与
え
て
い
る
の
だ
と
い
え
ま
す
。（
第
11
段
）

さ
て
、
虚
構
と
い
う
概
念
は
、
一
般
的
に
は
、
空
虚
な
と
こ
ろ
に
何
か
を
作
り
上

げ
る
こ
と
と
い
う
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
実
際
に
言
葉
を
交
わ
す

場
合
に
は
、
ど
ん
な
場
合
で
も
そ
の
言
葉
が
発
せ
ら
れ
る
べ
き
具
体
的
な
状
況
が
背

景
と
前
景
に
必
ず
存
在
し
ま
す
。
こ
の
背
景
と
前
景
の
た
だ
な
か
で
私
た
ち
は
言
葉

を
発
す
る
の
で
、
ま
っ
た
く
の
ゼ
ロ
か
ら
何
か
を
で
っ
ち
あ
げ
る
と
い
う
こ
と
は
あ

り
え
ま
せ
ん
。（
第
12
段
）

先
に
、
ウ
ソ
と
は
、
直
接
経
験
と
そ
れ
を
再
構
成
し
た
言
葉
と
の
間
に
生
ず
る
ほ

と
ん
ど
不
可
避
的
な
食
い
違
い
で
あ
る
と
述
べ
ま
し
た
。
こ
の
食
い
違
い
が
い
く
ら

で
も
生
ず
る
可
能
性
が
あ
る
の
は
、
直
接
経
験
と
言
葉
と
の
間
に
「
自
己
」
と
い
う

空
虚
な
も
の
が
挟
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。（
第
13
段
）

実
際
、
言
葉
を
か
な
り
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
幼
児
は
、
そ
れ
と
自
覚
し
な
い
で
、�

よ
く
適
当
な
こ
と
を
吹
き
ま
わ
り
ま
す
。
そ
れ
を
親
は
心
配
し
て
「
ウ
ソ
を
つ
い
て

は
い
け
ま
せ
ん
！
」
と
叱
っ
た
り
し
ま
す
。
そ
の
教
育
的
配
慮
は
理
解
で
き
ま
す
が
、�

反
面
、
言
葉
を
使
い
こ
な
す
こ
と
は
、
ウ
ソ
が
つ
け
る
こ
と
と
ほ
と
ん
ど
同
義
な
の

で
す
。
ウ
ソ
が
つ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
状
況
に
埋
没
し
な
い
自
由
な
「
自

己
」
が
成
立
し
た
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。（
第
14
段
）

言
葉
が
使
え
る
と
は
、
直
接
経
験
か
ら
身
を
も
ぎ
は
な
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
⑷
こ
の
直
接
経
験
か
ら
の
離
脱
可
能
性
こ
そ
は
、�

「
人
間
」
に
な
る
た
め
の
条
件
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
直
接
的
状
況
か
ら
そ
の
状
況

の
表
現
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
に
自
由
な
「
自
己
」
が
介
在
す
る
の
で
す
。
で
は
そ
の

「
自
己
」
の
内
容
は
何
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
内
容
空
虚
な
も
の
だ
と
答
え
る

し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
状
況
か
ら
自
由
で
あ
る
「
自
己
」
と
は
、
ま
さ
に
た
だ
状
況
か

＊
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〔
注
〕�

歪わ
い

曲き
ょ
く

―�

―
事
実
な
ど
を
わ
ざ
と
ね
じ
ま
げ
る
こ
と
。

�

グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
―�

―
色
の
具
合
な
ど
を
段
階
的
に
変
化
さ
せ
る
こ
と
。

�

お
墨
付
き
―�

―
権
威
の
あ
る
も
の
が
与
え
て
く
れ
る
保
証
。

�

地
動
説
―�

―
地
球
が
自
転
し
て
太
陽
の
周
囲
を
回
っ
て
い
る
と
す
る
説
。

�

天
動
説
―�

―
全
て
の
天
体
が
地
球
を
中
心
に
回
転
し
て
い
る
と
す
る
説
。

�

唯
物
論
―�

―
全
て
の
根
源
は
物
質
に
あ
っ
て
、
精
神
は
物
質
の
作
用
に

よ
っ
て
存
在
す
る
と
す
る
説
。

�

Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
―�

―
遺
伝
情
報
を
含
む
Ｄ
Ｎ
Ａ
（
デ
オ
キ
シ
リ
ボ
核
酸
）
に

よ
っ
て
個
人
の
識
別
を
行
う
鑑
定
方
法
。

は
、
も
と
も
と
言
葉
で
表
現
さ
れ
た
こ
と
、
つ
ま
り
「
虚
構
」
さ
れ
た
こ
と
以
外
の

何
も
の
で
も
な
い
か
ら
で
す
。（
第
21
段
）

現
代
で
は
、
写
真
や
音
声
記
録
や
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
な
ど
が
「
真
実
（
事
実
）」
の
証

拠
と
し
て
ま
か
り
通
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
も
じ
つ
は
言
葉
の
介
在
が
な
け
れ
ば

真
実
性
を
獲
得
で
き
な
い
の
で
す
。（
第
22
段
）

こ
の
よ
う
に
言
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
⑸
筆
者
は
相
対
主
義
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。�

別
に
真
実
の
絶
対
的
な
根
拠
が
示
さ
れ
な
く
て
も
不
安
に
な
る
必
要
は
な
い
の
で
す
。

私
た
ち
は
「
理
想
」
と
し
て
、
い
つ
も
真
実
を
求
め
て
い
ま
す
。
同
じ
こ
と
を
逆
に

言
え
ば
、
発
信
さ
れ
た
こ
と
を
疑
う
心
を
常
に
兼
ね
備
え
て
い
ま
す
。
そ
の
志
向
性�

を
失
わ
な
い
限
り
、
そ
の
つ
ど
言
語
共
同
体
の
す
べ
て
に
よ
っ
て
真
実
と
認
め
ら
れ�

た
こ
と
を
と
り
あ
え
ず
真
実
と
信
じ
て
か
ま
わ
な
い
の
で
す
。（
第
23
段
）

重
要
な
こ
と
は
、
言
葉
が
「
虚
構
」
で
あ
る
こ
と
を
深
く
覚さ

と

り
つ
つ
、
そ
の
上
で

自
分
に
と
っ
て
の
真
実
が
「
ウ
ソ
で
は
な
い
」
こ
と
を
認
め
さ
せ
る
に
は
ど
う
す
れ

ば
よ
い
か
を
た
え
ず
工
夫
す
る
こ
と
で
す
。
あ
な
た
が
真
実
を
訴
え
よ
う
と
思
う
な

ら
、
写
真
や
音
声
記
録
や
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
を
大
い
に
利
用
す
べ
き
で
す
が
、
そ
れ
ら
が

真
実
の
証
拠
で
あ
る
こ
と
を
説
得
す
る
た
め
の
言
葉
を
磨
く
以
外
に
手
は
な
い
の
で

す
。（
第
24
段
）

（
小
浜
逸
郎
「
日
本
語
は
哲
学
す
る
言
語
で
あ
る
」
に
よ
る
）

＊
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〔
問
４
〕　

こ
の
直
接
経
験
か
ら
の
離
脱
可
能
性
こ
そ
は
、「
人
間
」
に
な
る
た
め
の�

条
件
な
の
で
す
。
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
次
の
う�

ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア　

直
接
経
験
か
ら
自
分
の
身
を
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
言
葉
を
使�

う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
「
自
己
」
が
生
み
出
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う�

こ
と
。

イ　

直
接
経
験
か
ら
身
を
も
ぎ
は
な
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
言
葉
を
使
っ
て�

議
論
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
「
自
己
」
が
生
み
出
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う�

こ
と
。

ウ　

直
接
経
験
を
正
確
に
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
言
葉
を
的
確
に
使�

う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
「
自
己
」
が
生
み
出
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う�

こ
と
。

エ　

直
接
経
験
を
主
観
に
即
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
言
葉
を
使
っ
て�

も
ウ
ソ
を
つ
く
こ
と
の
な
い
「
自
己
」
が
生
み
出
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う�

こ
と
。 ⑷

〔
問
１
〕　

私
た
ち
人
間
が
、
そ
れ
ら
を
直
接
経
験
し
て
い
る
心
的
な
現
場
を
何�

ら
か
の
形
で
超
越
し
た
地
点
に
立
て
る
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
と
あ�

る
が
、
こ
こ
で
言
う
「
超
越
し
た
地
点
」
と
同
じ
意
味
の
箇
所
を
本
文
中
か�

ら
六
字
で
そ
の
ま
ま
抜
き
出
せ
。

〔
問
２
〕　

ウ
ソ
も
方
便
と
い
う
言
葉
の
意
味
の
説
明
に
な
っ
て
い
る
十
八
字
の�

箇
所
を
次
の
空
欄
に
当
て
は
ま
る
形
で
そ
の
ま
ま
抜
き
出
せ
。

す
る
こ
と
。

〔
問
３
〕　
「
必
ず
」
な
ら
ば
、
本
当
に
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
は
ウ�

ソ
八
百
の
世
界
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
こ

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

ア　

語
り
手
同
士
が
話
し
合
う
場
で
は
、
互
い
の
話
す
言
葉
に
自
然
と
食
い
違
い
が
生

じ
る
と
い
う
こ
と
。

イ　

語
り
手
が
再
構
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
直
接
経
験
は
、
元
々
は
存
在
し
な
い
も�

の
だ
と
い
う
こ
と
。

ウ　

語
り
手
同
士
が
互
い
に
発
言
し
て
い
る
言
葉
を
、
真
実
だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
だ

け
だ
と
い
う
こ
と
。

エ　

語
り
手
が
発
す
る
言
葉
は
、
結
果
的
に
直
接
経
験
と
の
差
違
を
生
み
出
し
て
し�

ま
う
と
い
う
こ
と
。

⑴⑵⑶
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〔
問
７
〕　

そ
の
志
向
性
を
失
わ
な
い
限
り
、
そ
の
つ
ど
言
語
共
同
体
の
す
べ
て
に�

よ
っ
て
真
実
と
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
と
り
あ
え
ず
真
実
と
信
じ
て
か
ま
わ�

な
い
の
で
す
。
と
い
う
考
え
方
に
つ
い
て
、
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
に
考
え�

る
か
。
本
文
の
内
容
を
踏
ま
え
、
あ
な
た
の
体
験
や
見
聞
を
含
め
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�

な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
字
数
に
数
え
よ
。

〔
問
５
〕　

筆
者
は
相
対
主
義
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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　

い
つ
の
時
代
か
、
言
語
共
同
体
が
ど
こ
か
に
関
わ
り
な
く
、
真
実
は
た
っ
た
一�

つ
し
か
存
在
し
な
い
も
の
だ
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

イ　

い
つ
の
時
代
に
お
い
て
も
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
言
語
共
同
体
に
お
い
て
も
、
真�

実
は
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
筆
者
は
思
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

ウ　

い
つ
の
時
代
に
お
い
て
も
、
言
語
共
同
体
の
大
多
数
の
人
が
信
じ
て
い
た
と
し�

て
も
、
真
実
は
存
在
し
な
い
と
筆
者
は
思
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

エ　

い
つ
の
時
代
に
お
い
て
も
、
ど
の
よ
う
な
言
語
共
同
体
に
お
い
て
も
、
真
実
は�

確
か
な
根
拠
に
根
ざ
し
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

〔
問
６
〕　

本
文
全
体
を
段
落
分
け
し
た
場
合
に
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
う
ち
か�

ら
選
べ
。

ア　

第
１
段
～
第
６
段　

第
７
段
～
第
11
段　

第
12
段
～
第
18
段　

第
19
段
～
第
24
段

イ　

第
１
段
～
第
３
段　

第
４
段
～
第
11
段　

第
12
段
～
第
18
段　

第
19
段
～
第
24
段

ウ　

第
１
段
～
第
６
段　

第
７
段
～
第
11
段　

第
12
段
～
第
16
段　

第
17
段
～
第
24
段

エ　

第
１
段
～
第
３
段　

第
４
段
～
第
11
段　

第
12
段
～
第
16
段　

第
17
段
～
第
24
段

⑸
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客
観
的
な
見
方
で
見
る
と
い
う
事
は
、
す
な
わ
ち
観
客
と
同
じ
心
で
見
る
事
で

あ
り
、
そ
う
す
れ
ば
自
分
の
舞
い
姿
を
見
極
め
る
こ
と
が
で
き
る
。　　

�

（「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
に
よ
る
）

こ
の
言
葉
は
多
く
の
人
に
よ
っ
て
、
世
阿
弥
の
能
芸
論
の
中
心
の
一
つ
と
し
て
考

え
ら
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
世
阿
弥
は
舞
台
の
上
に
立
つ
こ
と
が
、
見
ら
れ
る
こ
と
で

は
な
く
、
⑴

自
分
の
姿
を
観
客
を
と
お
し
て
見
る
こ
と
で
あ
る
の
だ
、
と
言
っ
て�

い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
言
葉
を
た
だ
自
分
を
客
観
的
に
見
る
こ
と
で
あ
る
と
言
っ

て
し
ま
っ
て
は
、
こ
こ
で
の
世
阿
弥
の
言
葉
を
あ
ま
り
に
も
簡
単
な
人
生
訓
に
し
て

し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
世
阿
弥
が
言
っ
て
い
る
の
は
そ
う
し
た
客
観
性
で
は
な
い
。

む
し
ろ
こ
こ
で
の
重
点
は
「
見
所
同
心
」
に
あ
る
。
自
分
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。�

客
観
的
に
自
分
を
な
が
め
る
と
言
っ
て
も
そ
れ
を
遂
行
す
る
た
め
の
生
理
を
人
間
は

も
っ
て
い
な
い
。
も
っ
て
い
る
の
は
、
見
ら
れ
て
い
る
自
分
の
姿
を
、
そ
の
場
所
の

な
か
で
想
像
す
る
能
力
で
あ
る
。
見
て
い
る
者
た
ち
の
呼
吸
を
感
じ
と
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
「
場
」
の
「
気
」
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。
呼
吸
を
感
じ
と
り
、
そ
の
場
の

気
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
能
を
舞
う
者
が
、
そ
の
日
の
勝
負
に
勝
つ
こ
と

は
で
き
な
い
。
そ
れ
以
上
に
、
自
分
が
そ
こ
で
ど
う
い
う
ふ
う
に
見
え
る
の
か
と
い

う
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
風
景
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
姿

は
そ
の
場
で
孤
立
し
て
し
ま
う
。
そ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
風
景
の
な
か
で
舞
っ
て
い

る
自
分
を
見
つ
め
て
い
る
こ
と
が
、
能
に
そ
の
場
を
生
き
る
力
を
あ
た
え
る
の
で
あ

る
。だ

が
そ
う
言
っ
て
も
、
そ
う
し
た
言
葉
が
う
わ
つ
い
た
処
世
訓
の
よ
う
に
思
え
て

し
ま
う
の
は
、
あ
ま
り
に
も
綺き

麗れ
い

事ご
と

す
ぎ
る
と
思
う
気
持
ち
が
こ
っ
ち
に
働
い
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
た
し
か
に
、
そ
う
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
風
景
は
、
能
に

と
っ
て
け
っ
し
て
絵
空
事
で
は
な
い
。

こ
の
言
葉
に
つ
づ
け
て
世
阿
弥
は
こ
う
も
言
っ
て
い
る
。 ＊

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。
な
お
、
本
文
中
に
引
用
さ
れ

て
い
る
古
文
の
後
の

内
は
、
現
代
語
訳
で
あ
る
。（
＊
印
の
付
い
て
い
る

言
葉
に
は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

自
分
を
客
観
的
に
な
が
め
る
こ
と
ほ
ど
む
ず
か
し
い
こ
と
は
な
い
。
誰
も
が
言
う

こ
と
で
あ
っ
て
も
、
そ
う
し
た
精
神
の
距
離
を
自
分
に
対
し
て
と
る
こ
と
の
で
き
る

人
間
は
稀ま

れ

で
あ
る
。「
私
」
の
姿
を
「
私
」
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
他
人
の
眼め

の
な
か
に
し
か
「
私
」
の
姿
は
う
つ
っ
て
い
な
い
。
そ
の
姿
を
凝じ

っ
と
見
る
こ
と
が

で
き
る
た
め
に
は
、
他
人
と
い
う
も
の
を
認
め
る
精
神
の
構
え
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
が
ま
た
実
に
む
ず
か
し
い
。

世ぜ

阿あ

弥み

は
そ
の
む
ず
か
し
い
精
神
の
構
え
を
、
能
に
求
め
た
の
で
あ
る
。「
離り

見け
ん

の
見け

ん

」
と
い
う
言
葉
を
創
案
し
た
時
、
世
阿
弥
の
言
葉
は
、
他
者
と
い
う
も
の
を
発

見
し
な
け
れ
ば
自
分
の
姿
を
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
間
と
い
う
も
の
の
、
生
き
方

を
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。

世
阿
弥
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。

原
文
１

見け
ん
し
ょ所
よ
り
見
る
所
の
風
姿
は
、
我
が
離
見
也な

り

。
し
か
れ
ば
、
我
が
眼ま

な
この
見
る�

所
は
、
我が

見け
ん

也
、
離
見
の
見
に
は
あ
ら
ず
。
離
見
の
見
に
て
見
る
所
は
、
則

す
な
わ
ち、�

見
所
同
心
の
見
な
り
。
其そ

の

時と
き

は
、
我わ

が

姿す
が
たを

見
得
す
る
也
。�

（「
花か

鏡き
ょ
う」）　

現
代
語
訳
１

観
客
側
か
ら
見
る
演
者
の
舞
い
姿
は
、
演
者
自
身
の
目
を
離
れ
た
よ
そ
か
ら

の
見
方
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
演
者
自
身
の
目
で
見
る
自
己
の
姿
は
、
主
観

的
な
我
見
で
あ
っ
て
、
客
観
的
な
離
見
に
よ
る
見
方
で
は
な
い
。
離
見
と
い
う

5
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だ
が
、
世
阿
弥
は
そ
れ
だ
け
で
こ
の
「
離
見
の
見
」
と
い
う
も
の
を
保
証
で
き
る

と
は
け
っ
し
て
思
っ
て
は
い
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
む
し
ろ
、
世
阿
弥
は
こ
う

し
た
正
面
へ
と
む
か
う
思
想
が
能
舞
台
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
逆
手
に
と
っ
て
、

果
敢
な
反
撃
を
観
客
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
観
客
を
も
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
の
風
景
の
な
か
に
お
く
こ
と
で
、
四
方
か
ら
の
視
線
の
力
学
を
そ
こ
で
現
実
化

し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
見
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
逆
転
の
戦
略

で
あ
る
。

そ
れ
が
、
世
阿
弥
の
独
創
に
な
る
、「
名
所
教
え
」
と
い
う
方
法
で
あ
る
。

「
名
所
教
え
」
と
い
う
ド
ラ
マ
術
は
実
に
巧
妙
な
世
阿
弥
の
手
法
で
あ
る
。
そ
の

こ
と
を
考
え
つ
い
た
時
、
能
と
い
う
抽
象
の
舞
台
で
舞
わ
れ
る
ド
ラ
マ
は
、
⑷

か
つ

て
な
い
ひ
ろ
が
り
と
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
の
喜
び
と
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
た

か
ら
で
あ
る
。

そ
の
手
法
は
能
『
融と

お
る』

に
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の�

場
合
に
も
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
ま
じ
え
て
、
つ
か
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
ワ
キ
の
旅
の
僧
が
舞
台
に
登
場
し
て
待
つ
う
ち
に
、
そ
の
土
地
の
者
に
姿

を
変
え
た
シ
テ
の
主
人
公
が
登
場
し
て
、
そ
の
土
地
の
名
所
を
僧
に
一
つ
一
つ
教
え

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
シ
テ
と
ワ
キ
は
と
も
に
、
東
西
南
北
と
方
向
を

変
え
て
、
周
囲
の
名
所
を
見
る
の
で
あ
る
。
あ
れ
が
、
こ
れ
が
と
教
え
る
う
ち
に
、

四
方
の
風
景
が
そ
こ
で
全
て
説
明
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
観
光
案
内
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
名
所
教
え
の
う
ち
に
は
、
た
し
か
に
そ
う
し

た
観
光
案
内
の
役
割
が
あ
っ
た
。
能
を
演
じ
る
時
に
、
そ
う
し
た
観
光
案
内
は
、
観

客
に
ま
だ
見
ぬ
土
地
へ
の
想
像
力
を
刺
激
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
名
所
教
え
に
よ
っ
て
、
な
に
も
な
い
空
間
と
し
て
の
能
舞

台
は
、
山
々
に
囲
ま
れ
た
世
界
と
な
っ
て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
風
景
が
眼
前
に
見
え

る
よ
う
に
な
る
。

そ
れ
は
視
線
に
よ
る
ト
ポ
ス
（
場
所
）
の
確
定
で
あ
る
。
一
つ
一
つ
名
所
を
示
し

＊

＊＊

原
文
２

　

�

ま
な
こ
を
見
ぬ
所
を
覚
え
て
、
左
右
前
後
を
分ふ

ん

明み
ょ
うに

安あ
ん

見け
ん

せ
よ
。

（「
花
鏡
」）

現
代
語
訳
２

自
己
の
眼
は
眼
自
体
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
道
理
を
悟
っ
て
、
舞
い
姿
の

前
後
左
右
を
明
確
に
心
眼
で
把
握
せ
よ
。

�

（「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」 

に
よ
る
）

眼
は
自
分
の
眼
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
自
分
を
見
る
た
め
に
は
、

見
所
か
ら
自
分
を
見
る
構
え
が
必
要
で
あ
る
、
と
言
う
。
左
右
前
後
か
ら
自
分
を
見

よ
、
と
言
う
。

左
右
前
後
と
言
う
時
、
能
に
は
正
面
へ
と
む
か
う
方
向
性
が
な
い
こ
と
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
。
能
の
舞
台
は
周
知
の
よ
う
に
二
方
向
に
開
か
れ
て
い
る
。
勧か

ん

進じ
ん

能の
う

の

場
合
に
は
、
四
方
に
観
客
が
い
て
、
能
役
者
は
ま
さ
し
く
前
後
左
右
か
ら
観
客
の
眼

に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
そ
の
四
方
の
視
線
か
ら
見
ら
れ
て
い
る
自
分
を
い
つ
も

考
え
て
い
な
け
れ
ば
、
能
は
成
立
し
な
く
な
る
。

だ
か
ら
能
は
演
技
で
は
な
く
、
そ
の
四
方
か
ら
の
視
線
の
な
か
に
立
つ
こ
と
か
ら

は
じ
ま
る
、
受
動
の
身
体
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、「
立
つ
」
と
い
う
言
い
方
は
む

し
ろ
逆
で
あ
っ
て
、
そ
の
視
線
の
交
差
す
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
焦
点
の
う
ち
に�

射
す
く
め
ら
れ
て
、
さ
さ
え
ら
れ
て
立
っ
て
い
る
と
言
っ
た
方
が
正
確
で
あ
る�

に
ち
が
い
な
い
。
観か

ん

世ぜ

寿ひ
さ

夫お

は
か
つ
て
能
の
立
つ
姿
を
、
前
か
ら
の
無
限
の
力
に
引

か
れ
、
う
し
ろ
か
ら
の
無
限
の
力
に
引
か
れ
て
立
っ
て
い
る
と
言
っ
た
こ
と
が
あ
っ

た
。
そ
の
言
い
方
は
、
こ
こ
で
の
、
世
阿
弥
の
「
離
見
の
見
」
と
は
そ
の
文
脈
が
ち

が
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
⑶

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
場
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
能
役
者�

が
舞
台
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
、
同
じ
く
言
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

眼ま
な
こ

＊

⑵

＊
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〔
問
１
〕　

自
分
の
姿
を
観
客
を
と
お
し
て
見
る
こ
と
に
相
当
す
る
箇
所
を
本
文�

中
の

原
文
１

の
中
か
ら
六
字
で
そ
の
ま
ま
抜
き
出
せ
。

〔
問
２
〕　

射
す
く
め
ら
れ
て
の
「
ら
れ
」
と
同
じ
意
味
・
用
法
の
「
ら
れ
」
は
ど
れ

か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア　

持
ち
場
を
離
れ
ら
れ
な
い
。

イ　

行
く
末
が
案
じ
ら
れ
る
。

ウ　

友
人
に
声
を
か
け
ら
れ
た
。

エ　

先
生
が
来
ら
れ
ま
し
た
。

⑴⑵

て
い
る
う
ち
に
、
い
つ
し
か
観
客
た
ち
も
、
そ
う
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
風
景
に

よ
っ
て
囲
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
が
「
遠
見
」
で
あ
る
。
遠
く
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。
舞
台
の
上
で
遠
く
を
見

る
こ
と
が
、
観
客
の
視
線
を
束
ね
て
、
⑸

観
客
自
身
を
舞
台
と
と
も
に
、
周
囲
に

よ
っ
て
囲
ま
れ
た
存
在
に
す
る
。

遠
見
と
言
い
、
離
見
の
見
と
言
い
、
世
阿
弥
は
こ
こ
で
「
見
る
」
こ
と
を
主
題
に

し
な
が
ら
、
実
は
、
舞
台
の
上
の
身
体
が
囲
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
見
ら
れ
て
い
る
こ

と
に
、
焦
点
を
あ
て
て
い
る
。
視
線
に
さ
ら
さ
れ
た
身
体
で
あ
る
。　

（
土
屋
恵
一
郎
「
能
、
世
阿
弥
の
『
現
在
』」
に
よ
る
）

〔
注
〕�

処
世
訓
―�

―
世
渡
り
す
る
上
で
失
敗
し
な
い
た
め
の
教
え
。

�

勧か
ん

進じ
ん

能の
う

―�

―
寺
社
の
造
営
・
修
復
の
費
用
調
達
の
た
め
の
能
の
興
行
形
態
。

�

観か
ん

世ぜ

寿ひ
さ

夫お

―�

―
能
役
者
。

�

『
融と

お
る』

―�

―
世
阿
弥
作
の
能
。

�

ワ
キ
・
シ
テ
―�

―
能
に
お
け
る
役
の
こ
と
。
シ
テ
は
主
人
公
で
ワ
キ
は
相
手
役
。
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〔
問
４
〕　

か
つ
て
な
い
ひ
ろ
が
り
と
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
の
喜
び
と
を
も
た�

ら
す
こ
と
が
で
き
た
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　
「
名
所
教
え
」
に
よ
っ
て
、
能
舞
台
の
周
囲
は
山
々
に
囲
ま
れ
、
僧
が
都
の
名�

所
を
教
え
る
こ
と
で
観
客
は
旅
行
の
喜
び
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
。

イ　
「
名
所
教
え
」
に
よ
っ
て
、
山
々
に
囲
ま
れ
て
い
る
、
閉
ざ
さ
れ
た
世
界
が
現�

出
し
、
観
客
は
名
所
を
教
わ
る
こ
と
で
能
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
。

ウ　
「
名
所
教
え
」
に
よ
っ
て
、
シ
テ
が
ワ
キ
で
あ
る
旅
の
僧
に
都
の
名
所
を
教
え
、�

そ
れ
を
聞
い
て
い
る
僧
は
旅
行
気
分
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
。

エ　
「
名
所
教
え
」
に
よ
っ
て
、
能
舞
台
は
外
に
開
か
れ
た
空
間
と
な
り
、
旅
の
僧�

に
観
光
案
内
を
す
る
こ
と
で
観
客
は
想
像
力
を
か
き
た
て
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
。

〔
問
５
〕　

観
客
自
身
を
舞
台
と
と
も
に
、
周
囲
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
存
在
に
す�

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

を
選
べ
。

ア　

遠
見
に
よ
っ
て
観
客
は
舞
台
を
見
る
こ
と
か
ら
見
ら
れ
る
存
在
に
な
り
、
見
ら�

れ
て
い
る
自
分
を
常
に
意
識
す
る
存
在
に
も
な
る
と
い
う
こ
と
。

イ　

舞
台
を
見
る
観
客
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
世
界
に
取
り
囲
ま
れ
、
遠
見
す
る
こ
と�

に
よ
っ
て
舞
台
か
ら
見
ら
れ
る
存
在
に
も
な
る
と
い
う
こ
と
。

ウ　

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
世
界
が
現
出
し
、
見
る
存
在
で
あ
っ
た
観
客
は
遠
見
す
る
こ�

と
に
よ
っ
て
四
方
か
ら
見
ら
れ
る
存
在
に
も
な
る
と
い
う
こ
と
。

エ　

遠
見
に
よ
っ
て
視
線
に
よ
る
具
体
的
な
ト
ポ
ス
が
現
出
し
、
能
役
者
は
フ
ィ
ク�

シ
ョ
ン
の
世
界
に
取
り
囲
ま
れ
た
存
在
に
も
な
る
と
い
う
こ
と
。

⑷⑸

〔
問
３
〕　

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
場
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
能
役
者
が
舞
台
に
立
つ�

こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
、
同
じ
く
言
っ
た
も
の
で
あ
る
と
あ
る
が
、
ど�

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

ア　

能
役
者
が
、
四
方
か
ら
の
視
線
の
交
差
す
る
場
に
お
い
て
、
前
や
後
ろ
か
ら
の�

無
限
の
力
に
引
か
れ
て
立
っ
て
い
る
と
い
う
捉
え
方
は
、
四
方
の
視
線
か
ら
見
ら�

れ
て
い
る
役
者
自
身
を
常
に
考
え
て
い
る
こ
と
と
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
。　　

イ　

能
役
者
が
、
観
客
の
視
線
の
交
差
す
る
虚
構
の
場
に
お
い
て
、
前
後
左
右
か
ら�

の
無
限
の
力
に
引
か
れ
て
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
能
舞
台
か
ら
山
々
に
囲�

ま
れ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
風
景
を
遠
見
す
る
こ
と
と
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
。

ウ　

能
役
者
が
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
場
で
あ
る
能
舞
台
に
お
い
て
、
観
客
か
ら
見
ら�

れ
て
い
る
こ
と
を
常
に
意
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
四
方
か
ら
の
視
線
の
な
か
に�

し
っ
か
り
と
立
っ
て
能
動
的
に
演
技
す
る
こ
と
と
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
。

エ　

能
役
者
が
、
二
方
向
に
開
か
れ
て
い
る
能
舞
台
に
お
い
て
、
観
客
の
視
線
に
射�

す
く
め
ら
れ
た
り
支
え
ら
れ
た
り
し
て
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
前
後
左
右�

か
ら
の
無
限
の
力
に
引
か
れ
て
立
っ
て
い
る
こ
と
と
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
。

⑶
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