
国　
　
　

語

１　

問
題
は 　
　

か
ら 　
　

ま
で
で
、
17
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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― 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　

班
長
と
し
て
班
を
タ
バ
ね
る
。

　

⑵　

江
戸
時
代
か
ら
レ
ン
メ
ン
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
技
術
。

　

⑶　

サ
ン
セ
キ
し
た
仕
事
を
一
つ
ず
つ
処
理
す
る
。

　

⑷　

こ
の
企
画
の
成
功
は
今
後
を
占
う
シ
キ
ン
セ
キ
だ
。

　

⑸　

自
然
に
囲
ま
れ
て
コ
ウ
ウ
ン
リ
ュ
ウ
ス
イ
の
生
活
を
送
る
。

次
の
各
文
の　
　

を
付
け
た
漢
字
の
読
み
が
な
を
書
け
。

　

⑴　

潮
流
逆
巻
く
激
動
の
時
代
を
た
く
ま
し
く
生
き
る
。

　

⑵　

恩
師
の
一
言
は
私
の
心
の
琴
線
に
触
れ
た
。

　

⑶　

養
蜂
場
の
経
営
を
始
め
る
。

　

⑷　

消
費
量
に
合
わ
せ
て
生
産
量
を
逓
減
す
る
。

　

⑸　

夏
炉
冬
扇
と
な
ら
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
。

1

2
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お
じ
ち
ゃ
ん
の
返
事
は
、
う
ん
、
と
か
、
あ
り
が
と
う
ね
、
と
か
短
い
こ
と
が
多

か
っ
た
け
れ
ど
、
と
き
ど
き
、
二
階
は
寒
く
な
い
で
し
ょ
、
と
言
っ
て
く
る
こ
と
が

あ
っ
た
。

　

寒
く
な
い
こ
と
は
な
い
し
、
妻
は
寒
さ
が
苦
手
な
の
で
つ
い
、
寒
い
で
す
よ
う
、

と
応
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
の
家
は
二
階
は
あ
っ
た
か
い
ん
だ
よ
、

と
お
じ
ち
ゃ
ん
に
言
わ
れ
て
、
そ
う
だ
っ
た
、
と
思
い
出
す
。
私
た
ち
の
家
は
あ
っ

た
か
い
。
一
階
の
熱
が
上
に
上
が
る
か
ら
、
と
も
う
何
度
も
聞
い
た
そ
の
理
由
を
お

じ
ち
ゃ
ん
か
ら
聞
か
さ
れ
て
、
そ
う
で
す
、
あ
っ
た
か
い
で
す
、
と
応
え
る
。
ほ
か

と
く
ら
べ
て
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
け
ど
、
あ
っ
た
か
い
ん
だ
と
思
い
ま
す
、
と
思
う
。

い
つ
も
あ
っ
た
か
い
か
ら
、
ほ
か
の
家
と
く
ら
べ
ら
れ
な
い
。
い
つ
も
よ
く
日
が
入

る
か
ら
、
く
ら
べ
ら
れ
な
い
。

　

物
件
を
見
に
い
っ
た
と
き
に
、
い
ま
の
家
よ
り
暗
く
感
じ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

あ
た
た
か
さ
は
暮
ら
し
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
。
き
っ
と
、
暮
ら
し
は
じ
め
て
こ

の
家
が
あ
た
た
か
か
っ
た
こ
と
に
気
が
つ
く
。
思
い
出
す
。

 

⑴
妻
は
ま
だ
知
ら
ぬ
そ
の
と
き
の
こ
と
を
考
え
た
。 

前
の
家
の
あ
た
た
か
さ
を
思
い

出
す
と
き
の
こ
と
を
、
想
像
し
て
み
る
。
き
っ
と
思
い
出
す
の
は
布
団
の
な
か
に
い

る
、
妻
の
い
ち
ば
ん
好
き
な
時
間
で
は
な
い
か
。
春
先
に
、
こ
の
家
の
寝
室
の
、
布

団
の
な
か
に
い
る
と
き
の
こ
と
。
敷し

き

布ぬ
の

も
毛
布
も
掛か

け

布ぬ
の

も
全
部
自
分
と
同
じ
温
度
に

な
っ
た
み
た
い
な
あ
の
場
所
の
こ
と
。
あ
あ
、
あ
の
温ぬ

く

み
に
は
、
あ
の
家
の
あ
た
た

か
さ
も
混
ざ
っ
て
い
た
ん
だ
。
一
階
の
お
じ
ち
ゃ
ん
と
お
ば
ち
ゃ
ん
の
部
屋
の
、
暖

房
と
か
、
お
じ
ち
ゃ
ん
お
ば
ち
ゃ
ん
の
体
温
と
か
そ
う
い
う
全
部
が
混
ざ
っ
て
、
天

井
か
ら
、
私
た
ち
の
部
屋
の
床
へ
と
伝
わ
っ
て
、
私
た
ち
の
部
屋
の
温
度
を
温
め
、

Ｃ
私
の
布
団
の
温
度
を
温
め
て
い
た
。

 
⑵
お
ば
ち
ゃ
ん
の
話
は
続
い
て
い
た
が
、
そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
窓
越
し
に
聞
く
よ
う
で

上
手
に
聞
き
取
れ
ず
、
妻
は
明
る
い
窓
の
外
で
暖
気
に
な
っ
て
二
階
へ
の
ぼ
り
、
寝

室
の
な
か
の
布
団
を
温
め
に
い
く
。 

自
分
を
布
団
の
な
か
に
送
り
届
け
た
よ
う
な
気

持
ち
に
な
っ
て
、い
ま
い
る
部
屋
で
少
し
我
に
返
っ
た
妻
は
、正
面
に
い
る
お
じ
ち
ゃ

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
。）

「
夫
」と「
妻
」は
、大
家
で
あ
る
老
夫
婦（「
お
じ
ち
ゃ
ん
」と「
お
ば
ち
ゃ
ん
」）

の
家
の
二
階
部
分
を
借
り
て
住
ん
で
い
る
。
八
年
間
住
ん
だ
そ
の
家
か
ら
の
引
っ

越
し
の
日
が
近
付
き
、夫
婦
と
老
夫
婦
の
四
人
は
、老
夫
婦
の
家
で
食
事
会
を
行
っ

て
い
る
。

 

Ａ
私
の
い
ち
ば
ん
好
き
な
時
間
は
で
す
ね
、
と
妻
は
お
じ
ち
ゃ
ん
に
話
し
か
け
た
。

朝
、
布ふ

団と
ん

の
な
か
で
目
を
覚
ま
し
て
、
布
団
か
ら
出
ず
に
ぬ
く
ぬ
く
し
て
い
る
時
間

で
す
。
Ｂ
い
つ
の
季
節
も
そ
の
時
間
が
好
き
だ
け
れ
ど
、
な
か
で
も
ち
ょ
う
ど
い
ま

ぐ
ら
い
の
、
春
先
。
冬
の
寒
さ
が
や
わ
ら
い
で
、
朝
で
も
室
内
の
気
温
は
そ
こ
ま
で

寒
く
な
く
て
、け
れ
ど
も
冬
の
厚
い
布
団
を
か
ぶ
っ
て
、寝
て
い
る
あ
い
だ
に
温
ま
っ

た
布
団
の
な
か
、
自
分
の
体
の
ま
わ
り
は
自
分
の
肌
の
一
部
み
た
い
に
な
じ
ん
で
い

る
、
そ
の
状
態
に
身
を
置
い
て
、
目
覚
め
と
眠
り
の
狭は

ざ

間ま

に
い
る
と
き
。

　

二
階
の
私
た
ち
が
住
ん
だ
部
屋
は
、
冬
で
も
結
構
あ
た
た
か
か
っ
た
。
妻
が
は
じ

め
て
こ
こ
を
訪
れ
た
日
に
見
た
日
当
た
り
の
よ
さ
の
お
か
げ
も
あ
る
だ
ろ
う
け
ど
、

も
う
ひ
と
つ
は
一
階
の
お
じ
ち
ゃ
ん
と
お
ば
ち
ゃ
ん
の
部
屋
の
熱
が
天
井
か
ら
二
階

へ
と
伝
わ
る
か
ら
。
そ
れ
は
、
こ
こ
に
住
ん
で
い
る
あ
い
だ
何
度
も
お
じ
ち
ゃ
ん
か

ら
聞
い
た
。
た
と
え
ば
冬
の
朝
、
あ
の
い
ち
ば
ん
好
き
な
布
団
の
な
か
の
時
間
か
ら

よ
う
や
っ
と
抜
け
出
し
て
、
仕
事
に
行
こ
う
と
表
に
出
た
と
こ
ろ
で
、
ま
だ
庭
で 

仕＊

事
を
し
て
い
た
頃
の
お
じ
ち
ゃ
ん
と
会
う
。
お
じ
ち
ゃ
ん
は
仕
事
中
は
長
袖
の
ワ

イ
シ
ャ
ツ
を
着
て
、
つ
ば
の
大
き
な
ハ
ッ
ト
を
被か

ぶ

っ
て
い
た
。
作
業
用
の
帽
子
に
し

て
は
造
作
が
ド
レ
ッ
シ
ー
で
、
た
ぶ
ん
本
来
は
帽
子
屋
さ
ん
で
売
っ
て
い
る
よ
う
な

フ
ェ
ル
ト
ハ
ッ
ト
だ
と
思
う
の
だ
が
、
長
年
使
わ
れ
て
す
っ
か
り
汚
れ
て
く
た
び
れ

て
い
た
。

　

寒
い
で
す
ね
、と
妻
は
声
を
か
け
る
。
風
邪
ひ
か
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
ね
。

3
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ス
ト
ッ
プ
、
と
目
配
せ
を
返
し
た
。

　

若
い
頃
か
ら
仕
事
だ
け
で
、
遊
び
は
全
然
し
な
か
っ
た
ん
で
す
。
旅
行
も
ね
、
連

れ
て
っ
て
も
ら
っ
た
の
は
年
と
っ
て
か
ら
で
す
よ
、
と
お
ば
ち
ゃ
ん
は
妻
と
夫
に
顔

を
振
り
分
け
な
が
ら
言
っ
た
。
ま
じ
め
だ
け
で
つ
ま
ん
な
い
ひ
と
な
ん
で
す
よ
、
と

お
ば
ち
ゃ
ん
は
笑
い
、
お
じ
ち
ゃ
ん
に
、
ね
、
と
顔
を
向
け
た
。

　

う
ん
、
と
お
じ
ち
ゃ
ん
は
短
く
応
え
る
と
、
表
情
が
少
し
変
わ
っ
た
。
照
れ
て
い

る
よ
う
に
も
よ
ろ
こ
ん
で
い
る
よ
う
に
も
見
え
た
け
れ
ど
、
照
れ
だ
と
し
て
も
嬉う

れ

し

い
の
だ
と
し
て
も
、そ
の
感
情
の
細
か
い
と
こ
ろ
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
Ｅ
お
じ
ち
ゃ

ん
が
鉄
火
巻
き
に
箸
を
伸
ば
し
て
口
に
入
れ
た
。

　

仕
事
は
本
当
に
一
生
懸
命
に
や
り
ま
し
た
、と
お
ば
ち
ゃ
ん
は
言
っ
た
。お
ば
ち
ゃ

ん
の
相
好
も
一
言
ご
と
に
微
妙
に
変
わ
っ
た
。
い
ま
は
少
々
険
し
い
、
真
剣
な
表
情

に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
顔
を
向
け
ら
れ
た
夫
婦
は
お
ば
ち
ゃ
ん
の
誇
り
の
よ
う
な
も

の
を
感
じ
と
っ
た
。
Ｆ

夫
は
ま
だ
イ
カ
を
嚙か

ん
で
い
た
。
昔
は
余
裕
も
な
か
っ
た
で

す
か
ら
、
い
ま
も
な
い
で
す
け
ど
ね
、
で
も
も
っ
と
も
っ
と
大
変
で
し
た
か
ら
、
休

み
も
せ
ず
働
き
ま
し
た
よ
。
子
ど
も
育
て
な
が
ら
、
大
変
で
し
た
け
ど
、
が
ん
ば
り

ま
し
た
。
ね
、
お
父
さ
ん
、
と
お
ば
ち
ゃ
ん
は
ま
た
お
じ
ち
ゃ
ん
に
顔
を
向
け
る
。

お
じ
ち
ゃ
ん
は
、
う
ん
、
と
ま
た
応
え
た
。

　

私
は
ね
、
仕
事
は
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、
家
の
こ
と
し
か
、
と
お
ば
ち
ゃ
ん
は
ま
た

少
し
柔
ら
か
な
表
情
に
な
る
。
だ
か
ら
、
感
謝
し
て
る
ん
で
す
、
ほ
ん
と
う
に
。
ま

あ
そ
う
や
っ
て
ど
う
に
か
こ
う
に
か
ふ
た
り
で
こ
の
年
ま
で
こ
う
し
て
い
ら
れ
る
ん

で
す
か
ら
、
よ
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
⑸
お
ば
ち
ゃ
ん
が
ほ
と
ん
ど
し
ゃ

べ
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
お
じ
ち
ゃ
ん
と
お
ば
ち
ゃ
ん
ふ
た
り
の
声
の

よ
う
に
も
夫
婦
に
は
思
え
た
。

（
滝
口
悠
生
「
長
い
一
日
」
に
よ
る
）　

　

〔
注
〕
仕
事 

― 

―
お
じ
ち
ゃ
ん
は
自
宅
の
庭
で
鉄
鋼
を
解
体
す
る
仕
事
を
し
て
い
た
。

　
　
　
　

あ
ま
り
聞
こ
え
ず 

― 

―
お
じ
ち
ゃ
ん
は
近
年
、
周
囲
の
会
話
が
聞
き
取
り

づ
ら
く
な
っ
て
い
る
。

ん
に
、
お
じ
ち
ゃ
ん
が
い
ち
ば
ん
好
き
な
時
間
は
な
に
し
て
る
と
き
で
す
か
、
と
訊た

ず

ね
た
。

　

向
か
い
合
わ
せ
に
座
っ
て
い
た
お
ば
ち
ゃ
ん
と
夫
の
話
が
続
く
な
か
、
突
然
妻
が

お
じ
ち
ゃ
ん
に
投
げ
か
け
た
そ
の
言
葉
で
、
な
に
か
そ
の
場
に
ふ
た
つ
の
対
話
が
十

字
に
生
じ
る
か
た
ち
に
な
っ
て
Ｄ
夫
は
驚
い
た
が
、
話
を
向
け
ら
れ
た
お
じ
ち
ゃ
ん

は
そ
れ
ま
で
続
い
て
い
た
お
ば
ち
ゃ
ん
の
話
は
あ＊

ま
り
聞
こ
え
ず
と
も
妻
の
そ
の
問

い
か
け
は
し
っ
か
り
聞
こ
え
た
よ
う
で
、
⑶
え
ー
、
と
困
っ
た
よ
う
な
返
事
を
し
た
。

妻
の
言
い
方
は
、
ち
ゃ
ん
と
聞
こ
え
る
よ
う
な
話
し
か
け
方
に
な
っ
て
い
た
の
だ
。

　

い
ち
ば
ん
好
き
な
時
間
は
特
に
な
い
よ
、
と
お
じ
ち
ゃ
ん
は
応
え
た
。

　

お
酒
飲
む
と
か
ご
飯
食
べ
る
と
か
も
で
す
か
？

　

う
ん
。

　

あ
、
旅
行
は
？

　

旅
行
は
好
き
だ
ね
。
で
も
も
う
な
か
な
か
行
け
な
い
し
ね
。

 

⑷
そ
ん
な
こ
と
な
い
で
し
ょ
う
、
と
妻
は
言
っ
た
。 
去
年
も
お
じ
ち
ゃ
ん
た
ち
は
北

海
道
に
旅
行
に
行
っ
た
し
、
そ
の
前
年
に
は
娘
さ
ん
と
一
緒
に
韓
国
に
も
行
っ
て
い

た
。
夫
婦
は
、
そ
の
お
土
産
を
も
ら
い
、
旅
行
の
土
産
話
を
聞
い
た
。
そ
し
て
驚
き

感
心
し
た
。
お
じ
ち
ゃ
ん
は
九
十
歳
を
超
え
て
い
る
し
、
お
ば
ち
ゃ
ん
も
足
が
よ
く

な
い
。そ
れ
で
も
旅
行
に
行
こ
う
と
決
め
て
行
く
の
だ
か
ら
気
が
若
い
、だ
か
ら
い
っ

そ
う
元
気
で
い
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
と
言
い
合
っ
た
。

　

こ
の
ひ
と
は
ね
、
と
お
ば
ち
ゃ
ん
が
自
分
の
話
を
止
め
て
、
横
に
い
る
妻
の
方
を

向
い
て
言
っ
た
。
仕
事
が
い
ち
ば
ん
好
き
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。

　

夫
は
、
お
ば
ち
ゃ
ん
の
話
が
切
れ
た
の
で
、
寿す

司し

に
箸
を
伸
ば
し
た
。
イ
カ
の
握

り
を
選
ん
で
頰
張
っ
た
。
妻
は
お
寿
司
で
い
ち
ば
ん
好
き
な
の
は
玉
子
で
、
玉
子
が

あ
れ
ば
最
初
に
玉
子
を
食
べ
る
。
四
人
前
の
桶お

け

の
な
か
に
玉
子
の
握
り
は
四
貫
あ
っ

た
が
、今
日
も
そ
の
う
ち
二
貫
を
食
べ
て
い
た
。二
貫
目
を
口
に
入
れ
た
と
き
に
は
っ

と
し
て
夫
に
目
配
せ
を
し
た
ら
、
夫
は
自
分
は
玉
子
は
食
べ
な
い
か
ら
構
わ
な
い
け

れ
ど
も
あ
と
の
二
貫
は
お
じ
ち
ゃ
ん
と
お
ば
ち
ゃ
ん
が
食
べ
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
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〔
問
２
〕 ⑵
お
ば
ち
ゃ
ん
の
話
は
続
い
て
い
た
が
、
そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
窓
越
し
に
聞
く

よ
う
で
上
手
に
聞
き
取
れ
ず
、
妻
は
明
る
い
窓
の
外
で
暖
気
に
な
っ
て
二
階

へ
の
ぼ
り
、
寝
室
の
な
か
の
布
団
を
温
め
に
い
く
。 

と
あ
る
が
、
こ
の
と
き

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

ア　

老
夫
婦
と
う
ま
く
会
話
が
か
み
合
わ
ず
、
嫌
気
が
さ
し
て
気
分
転
換
に
お
気
に

入
り
の
寝
室
に
行
き
た
く
な
っ
て
い
る
様
子
。  

イ　

食
事
会
の
席
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
周
囲
の
人
々
の
存
在
に
対
す
る
意
識
が
薄
れ

て
自
ら
の
空
想
の
世
界
に
没
入
し
て
い
る
様
子
。

ウ　

好
き
な
時
間
に
つ
い
て
話
す
う
ち
に
、
布
団
の
ぬ
く
も
り
が
気
に
な
り
だ
し
て

早
く
席
を
外
し
た
い
衝
動
に
か
ら
れ
て
い
る
様
子
。

エ　

お
ば
ち
ゃ
ん
の
話
を
聞
き
流
す
こ
と
で
、
お
じ
ち
ゃ
ん
と
の
会
話
を
弾
ま
せ
る

た
め
の
話
題
探
し
に
集
中
し
て
い
る
様
子
。

〔
問
１
〕 ⑴
妻
は
ま
だ
知
ら
ぬ
そ
の
と
き
の
こ
と
を
考
え
た
。 

と
あ
る
が
、
こ
こ
で
の

「
妻
」
の
心
情
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

新
し
い
家
の
暮
ら
し
で
は
、
今
の
家
と
は
違
う
ど
ん
な
あ
た
た
か
さ
を
体
感
で

き
る
の
だ
ろ
う
と
新
生
活
に
胸
の
高
鳴
り
を
感
じ
る
気
持
ち
。

イ　

新
し
い
家
の
暗
い
寝
室
で
は
、
今
の
家
の
明
る
さ
が
も
た
ら
す
あ
た
た
か
さ
は

得
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
と
今
の
家
に
未
練
を
感
じ
る
気
持
ち
。

ウ　

新
し
い
生
活
を
始
め
た
ら
、
今
の
家
で
の
生
活
の
断
片
を
な
つ
か
し
く
思
い
出

す
の
だ
ろ
う
と
こ
れ
ま
で
の
日
々
に
い
と
お
し
さ
を
感
じ
る
気
持
ち
。

エ　

新
し
い
生
活
に
慣
れ
た
ら
、
今
の
家
の
過
ご
し
や
す
さ
を
自
然
と
自
覚
で
き
る

よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
と
こ
れ
か
ら
の
暮
ら
し
に
楽
し
み
を
感
じ
る
気
持
ち
。
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〔
問
４
〕 ⑷
そ
ん
な
こ
と
な
い
で
し
ょ
う
、
と
妻
は
言
っ
た
。 

と
あ
る
が
、「
妻
」
は

ど
の
よ
う
な
気
持
ち
で
言
っ
た
の
か
。
五
十
字
以
上
六
十
字
以
内
で
説
明
せ

よ
。

〔
問
３
〕 ⑶
え
ー
、
と
困
っ
た
よ
う
な
返
事
を
し
た 

と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
「
お

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

ア　
「
妻
」
の
質
問
を
優
先
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
り
、話
し
続
け
て
い
る
「
お
ば
ち
ゃ

ん
」
に
後
ろ
め
た
さ
を
感
じ
て
い
る
様
子
。

イ　
「
妻
」
の
工
夫
し
た
話
し
方
で
問
い
が
明
確
に
聞
こ
え
、「
妻
」
と
話
さ
ざ
る
を

え
な
く
な
っ
た
状
況
を
嫌
が
っ
て
い
る
様
子
。

ウ　
「
妻
」
の
問
い
へ
の
答
え
が
「
仕
事
」
以
外
に
は
思
い
つ
か
ず
に
、
こ
れ
ま
で
の

自
分
の
人
生
を
味
気
な
く
思
っ
て
い
る
様
子
。

エ　
「
妻
」
の
質
問
に
し
っ
か
り
と
対
応
し
よ
う
と
し
な
が
ら
も
、
と
っ
さ
に
は
適
当

な
答
え
が
思
い
つ
か
ず
戸
惑
っ
て
い
る
様
子
。
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〔
問
６
〕　

本
文
の
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 

Ａ
私
の
い
ち
ば
ん
好
き
な
時
間
は
で
す
ね
、
と
妻
は
お
じ
ち
ゃ
ん
に
話
し
か
け
た
。 

の
よ
う
に
か
ぎ
か
っ
こ
を
一
切
用
い
ず
に
、
地
の
文
に
そ
の
ま
ま
登
場
人
物
の
会

話
を
入
れ
込
む
手
法
に
よ
っ
て
、
登
場
人
物
同
士
の
心
情
的
な
隔
た
り
が
印
象
づ

け
ら
れ
て
い
る
。

イ 

Ｂ
い
つ
の
季
節
も
そ
の
時
間
が
好
き
だ
け
れ
ど
、
な
か
で
も
ち
ょ
う
ど
い
ま
ぐ
ら

い
の
、
春
先
。 

の
よ
う
に
妻
の
会
話
や
妻
の
心
の
中
を
描
く
部
分
で
は
、
名
詞
で

文
を
終
え
る
表
現
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
、
煮
え
切
ら
な
い
妻
の
態
度
が
描
き
出

さ
れ
て
い
る
。

ウ 

Ｃ
私
の
布
団
の
温
度
を
温
め
て
い
た 

の
よ
う
な
登
場
人
物
の
視
点
に
立
っ
た
描
写

と
、
Ｄ
夫
は
驚
い
た
が 

の
よ
う
な
第
三
者
の
視
点
で
の
描
写
が
混
在
し
て
お
り
、

視
点
の
移
動
が
柔
軟
に
行
わ
れ
る
こ
と
で
、
作
品
世
界
が
広
が
り
の
あ
る
も
の
と

な
っ
て
い
る
。

エ 

Ｅ
お
じ
ち
ゃ
ん
が
鉄
火
巻
き
に
箸
を
伸
ば
し
て
口
に
入
れ
た
。 

Ｆ
夫
は
ま
だ
イ
カ

を
嚙か

ん
で
い
た
。 

の
よ
う
に
話
題
と
は
無
関
係
な
描
写
を
適
宜
挟
む
こ
と
で
、
話

題
の
転
換
点
が
自
然
な
も
の
と
な
る
と
と
も
に
、
会
話
が
臨
場
感
を
も
つ
も
の
と

な
っ
て
い
る
。

〔
問
５
〕 ⑸
お
ば
ち
ゃ
ん
が
ほ
と
ん
ど
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
お

じ
ち
ゃ
ん
と
お
ば
ち
ゃ
ん
ふ
た
り
の
声
の
よ
う
に
も
夫
婦
に
は
思
え
た
。 

と

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

ア　

お
ば
ち
ゃ
ん
し
か
ほ
ぼ
話
し
て
い
な
い
が
、
時
折
お
ば
ち
ゃ
ん
が
お
じ
ち
ゃ
ん

の
顔
を
見
る
様
子
や
、
お
じ
ち
ゃ
ん
が
相
づ
ち
を
打
つ
様
子
に
夫
婦
と
し
て
長
年

連
れ
添
っ
て
き
た
両
者
の
信
頼
関
係
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
。

イ　

お
じ
ち
ゃ
ん
と
お
ば
ち
ゃ
ん
が
互
い
を
信
頼
し
て
仕
事
と
家
事
を
分
担
し
て
き

た
よ
う
に
、
話
を
す
る
の
は
お
ば
ち
ゃ
ん
だ
け
の
特
権
だ
が
、
そ
の
言
葉
に
は
お

じ
ち
ゃ
ん
の
意
思
も
含
ま
れ
て
い
る
と
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
。

ウ　

お
じ
ち
ゃ
ん
が
お
ば
ち
ゃ
ん
の
表
情
が
変
わ
る
度
に
同
調
し
て
表
情
を
変
え
続

け
て
い
く
様
子
を
見
る
と
、
発
言
は
少
し
し
か
な
い
も
の
の
、
お
じ
ち
ゃ
ん
の
お

ば
ち
ゃ
ん
へ
の
肯
定
と
信
頼
を
強
く
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
。

エ　

お
ば
ち
ゃ
ん
が
話
し
て
い
る
間
に
食
事
を
し
た
り
、
話
も
相
づ
ち
の
み
で
取
り

合
お
う
と
し
な
か
っ
た
り
す
る
お
じ
ち
ゃ
ん
の
態
度
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
簡
単

に
は
揺
る
が
な
い
両
者
の
信
頼
関
係
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
。
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し
ま
た
他
の
半
面
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
科
学
者
の
知
識
は
「
物
自
身
」
の
知
識
で
は
な

く
て
科
学
者
の
頭
脳
か
ら
編
み
上
げ
た
製
作
物
と
も
云
わ
れ
る
。
⑶
そ
う
考
え
れ
ば
科

学
者
の
欲
求
は
芸
術
家
の
創
作
的
慾
望
と
軌
を
一
に
す
る
わ
け
で
あ
る
。 

し
か
し
こ

う
い
う
根
本
問
題
は
別
と
し
て
も
ま
だ
種
々
な
科
学
的
骨
董
趣
味
が
存
在
す
る
の
で
あ

る
。

　

一
口
に
科
学
者
と
は
い
う
も
の
の
、
科
学
者
の
中
に
は
種
々
の
階
級
が
あ
る
。
科
学

の
区
別
は
別
問
題
と
し
て
、
そ
の
人
々
の
科
学
と
い
う
も
の
に
対
す
る
見
解
や
ま
た
こ

れ
を
修
得
す
る
目
的
に
お
い
て
も
十
人
十
色
と
云
っ
て
よ
い
く
ら
い
に
多
種
多
様
で
あ

る
。
実
際
そ
の
た
め
に
お
の
お
の
自
己
の
立
場
か
ら
見
た
科
学
以
外
に
科
学
は
な
い
と

考
え
る
た
め
に
種
々
の
誤
解
が
生
じ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
種
類
を
列
挙
す
る
の

は
本
文
の
範
囲
以
外
に
な
る
か
ら
、
こ
れ
は
他
日
に
譲
る
と
し
て
、
こ
こ
に
は
も
っ
ぱ

ら
骨
董
趣
味
と
い
う
点
か
ら
見
て
二
つ
の
極
端
に
位
す
る
二
種
の
科
学
者
を
対
照
し
て

見
よ
う
と
思
う
。

　

科
学
者
の
中
に
は
そ
の
専
修
学
科
の
発
達
の
歴
史
に
特
別
の
興
味
を
も
っ
て
い
る
人

が
多
数
に
あ
る
。こ
れ
が
一
歩
進
む
と
そ
の
歴
史
に
関
し
た
あ
ら
ゆ
る
記
録
、古
文
書
、

古
器
物
に
対
し
て
ち
ょ
う
ど
骨
董
家
が
も
つ
よ
う
な
愛
好
の
念
を
も
っ
て
こ
れ
を
蒐
集

す
る
人
も
あ
る
。
こ
れ
は
ま
ず
純
粋
な
骨
董
趣
味
と
名な

づ

け
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
少
し
種
類
が
違
っ
て
い
る
が
、
品
物
を
集
め
る
の
で
は
な
く
て
古
い
書
物
や
論
文

を
愛
読
し
て
そ
の
中
か
ら
そ
の
価
値
の
い
か
ん
に
よ
ら
ず
人
の
あ
ま
り
知
ら
ぬ
研
究
や

事
実
を
掘
出
し
て
自
ら
楽
し
み
ま
た
人
に
示
す
を
喜
ぶ
趣
味
も
あ
る
。
こ
れ
は
多
く
の

読
書
家
に
通＊

有
な
事
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
一
種
の
骨
董
趣
味
と
名
け
得
ら
れ
な
い
事
は

な
い
。
科
学
の
方
面
で
云
え
ば
例
え
ば
あ
る
方
則
ま
た
は
事
実
の
発
見
前
幾
年
に
誰だ

れ

が
す
で
に
こ
れ
に
類
似
の
事
を
述
べ
て
い
る
と
い
っ
た
よ
う
な
事
を
探
索
し
て
楽
し
む

の
で
あ
る
。

　

次
に
も
う
少
し
類
を
異
に
し
た
骨
董
趣
味
が
あ
る
。
一
体
科
学
者
が
自
己
の
研
究
を

発
表
す
る
に
当あ

た

っ
て
そ
の
当
面
の
問
題
に
聯
関
し
た
先
人
の
研
究
を
引
用
し
批
評
す
る

の
は
当
然
の
務つ

と
め

で
あ
る
事
は
申
す
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
こ
れ
が
往お

う

々お
う

に
し
て
骨
董

次
の
文
章
は
大
正
時
代
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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
。）

　

骨こ
つ

董と
う

趣
味
と
は
主
と
し
て
古
美
術
品
の＊

翫が
ん

賞し
よ
う

に
関
し
て
現あ

ら

わ
れ
る
⑴
一
種
の
不
純

な
趣
味
で
あ
っ
て
、純
粋
な
芸
術
的
の
趣
味
と
は
自

お
の
ず
か

ら
区
別
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

古
画
や
器
物
な
ど
に
「
時
」
の
手
が
加
わ
っ
て
一
種
の
「
味
」
が
生
じ
る
。
あ
る
い
は

時
代
の
匂に

お
い

と
い
う
よ
う
な
も
の
が
生
じ
る
。
ま
た
そ
の
品
物
の
製
作
者
や
そ
の
時
代

に
関
す
る
歴
史
的＊

聯れ
ん

想そ
う

も
加
わ
る
。
あ
る
い
は
昔
の
所
蔵
者
が
有
名
な
人
で
あ
っ
た
場

合
に
は
そ
の
人
に
関
す
る
聯
想
が
骨
董
的
の
価
値
を
高
め
る
事
も
あ
る
。
あ
る
い
は
ま

た
単
に
そ
の
物
が
古
い
た
め
に
現
今
稀け

有う

で
あ
る
、
類
品
が
少す

く
な

い
と
い
う
考

か
ん
が
え

に
伴

う
愛
着
の
念
が
主
要
な
点
に
な
る
事
も
あ
る
。
こ
の
趣
味
に
附
帯
し
て
生
ず
る
不
純
な

趣
味
と
し
て
は
、
か
よ
う
な
珍
品
を
ど
こ
か
ら
か
掘ほ

り

出だ

し
て
き
て
人
に
誇
る
と
い
う
傾

向
も
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
骨
董
趣
味
は
ま
た
い
わ
ゆ
る＊

蒐し
ゆ
う

集し
ゆ
う

趣
味
と

共
有
な
点
が
あ
る
。
マ
ッ
チ
の
貼は

り

紙が
み

や
切
手
を
集
め
あ
る
い
は
ボ
タ
ン
を
集
め
、
達だ

る

磨ま

を
集
め
、
は
な
は
だ
し
き
は
蜜み

柑か
ん

の
皮
を
蒐
集
す
る
が
ご
と
き
、
こ
れ
ら
は
必

か
な
ら
ず

し
も

時
代
の
新
旧
と
は
関
係
は
な
い
が
珍
し
い
も
の
を
集
め
て
自
ら
楽
し
み
人
に
誇
る
と
い

う
点
は
や
は
り
骨
董
趣
味
と
共
通
で
あ
る
。

　

科
学
者
の
修
得
し
研
究
す
る
知
識
は
そ
の
本
質
上
別
に
そ
れ
が
新
し
く
発
見
さ
れ
た

か
旧ふ

る

く
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
価
値
を
定
む
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
⑵
科
学

上
の
真
理
は
常
に
新
鮮
な
る
べ
き
も
の
で
骨
董
趣
味
と
は
没
交
渉
で
あ
る
べ
き
よ
う
に

見
え
る
。 

し
か
し
実
際
は
科
学
上
に
も
一
種
の
骨
董
趣
味
は
常
に
存
在
し
常
に
流
行
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

も
し
科
学
上
の
事
実
や
方＊

則
は
人
間
未
生
以
前
か
ら
存
し
て
い
て
、
た
だ
科
学
者
の

こ
れ
を
発
見
し
掘
出
す
の
を
待
っ
て
い
る
に
す
ぎ
ぬ
と
考
え
る
者
の
立
場
か
ら
見
れ

ば
、
こ
の
く
ら
い
古
い
物
は
な
い
道
理
で
あ
る
。
こ
う
い
う
意
味
か
ら
す
れ
ば
科
学
者

の
探
求
的＊

慾よ
く

望ぼ
う

は
骨こ

っ

董と
う

狂ぐ
る
い

の
掘
出
し
慾
と
類
す
る
点
が
あ
る
と
云い

わ
れ
得
る
。
し
か

4

2022110327-久我山-戸山商事-問題-国語.indd   72022110327-久我山-戸山商事-問題-国語.indd   7 2023/01/23   16:07:342023/01/23   16:07:34



― 8 ―

の
物も

の

数ず

奇き

な
研
究
は
い
っ
た
ん
世
に
忘
れ
ら
れ
た
が
、
近
年
に
到い

た

っ
て
分
子
説
の
有
力

な
証
拠
と
し
て
再
び
花
が
咲
い
た
の
で
あ
る
。
実
用
方
面
で
も
幾
多
の
類
例
が
あ
る
。

ガ＊

リ
レ
ー
の
空
気
寒
暖
計
は
発
明
後
間
も
な
く
棄す

て
ら
れ
た
が
、
今
日
の
標
準
は
ま
た

昔
の
ガ
ス
寒
暖
計
に
逆
戻
り
し
た
。
シ＊

ー
メ
ン
ス
が
提
出
し
た
白
金
抵
抗
寒
暖
計
は

い
っ
た
ん
放
棄
さ
れ
て
、
二
十
年
後
に
カ＊

レ
ン
ダ
ー
、
グ＊

リ
フ
ィ
ス
の
手
に
よ
っ
て
復

活
し
た
。
⑸
こ
の
よ
う
な
類
例
を
探
せ
ば
ま
だ
い
く
ら
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。 

新
し
い
芸

術
的
革
命
運
動
の
影
に
は
か
え
っ
て
古
い
芸
術
の
復
活
が
随
伴
す
る
よ
う
に
、
新
し
い

科
学
が
昔
の
研
究
に
暗
示
を
得
る
場
合
は
は
な
は
だ
多
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し

て
新
し
い
方
面
の
み
の
追
究
は
か
え
っ
て
陳
腐
を
意
味
す
る
よ
う
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
も

な
い
で
は
な
い
。
か
く
の
ご
と
く
に
し
て
科
学
の
進
歩
は
往
々
に
し
て
遅
滞
す
る
、
そ

し
て
こ
れ
に
新
し
き
衝
動
を
与
え
る
も
の
は
往
々
に
し
て
古
き
考
の＊

余よ

燼じ
ん

か
ら
産う

ま

れ
出

る
の
で
あ
る
。

　

現
今
大
戦
の
影
響
で
あ
ら
ゆ
る
科
学
は
応
用
の
方
面
に
徴
発
さ
れ
て
い
る
。
応
用
方

面
の＊

刺し

戟げ
き

で
科
学
の
進
歩
す
る
事
は
日
常
の
事
で
あ
る
か
ら
こ
の
た
め
に
科
学
が
各
方

面
に
進
歩
す
る
事
は
疑

う
た
が
い

を
容い

れ
な
い
。
こ
れ
は
誠
に
喜
ぶ
べ
き
事
で
あ
る
。
⑹
し
か

し
そ
の
半
面
の
随
伴
現
象
と
し
て
い
わ
ゆ
る
骨
董
趣
味
を
邪
道
視
し
極
端
に
排は

い

斥せ
き

し
、

つ
い
に
は
巧
利
を
度
外
視
し
た
純
知
識
慾
に
基
づ
く
科
学
的
研
究
を
軽
ん
ず
る
よ
う
な

事
が
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
思
う
。 

直
接
の
応
用
は
眼
前
の
知
識
の
範
囲
を
出い

づ
る
事
は

で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
に
は
一
定
の
限
界
が
あ
る
。
予
想
外
の
応
用
が
意
外
な 

閑＊

人
的
学
究
の
骨
董
的
探
求
か
ら
産
出
す
る
事
は
珍
し
く
な
い
。
自
分
は
繰く

り

返か
え

し
て
云

い
た
い
。新
し
い
事
は
や
が
て
古
い
事
で
あ
る
。古
い
事
は
や
が
て
新
し
い
事
で
あ
る
。

　

温
故
知
新
と
い
う
事
は
科
学
上
に
も
意
義
あ
る
言
葉
で
あ
る
。
ま
た
現
代
世
界
の
科

学
界
に
対
す
る
一
服
の
緩
和
剤
と
し
て
こ
れ
を
薦す

す

め
る
の
も
あ
な
が
ち
無
用
の
業
で
は

な
い
の
で
あ
る
。

（
寺
田
寅
彦
「
万
華
鏡
」
に
よ
る
）　

的
傾
向
を
帯
び
る
事
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
当
面
の
問
題
に
多
少
の
関
係
さ
え
あ
れ
ば
こ

れ
が
い
か
に
目
下
の
研
究
に
縁
が
遠
く
ま
た
い
か
に
古
く
ま
た
無
価
値
な
い
し
は
全
然

間
違
っ
た
も
の
で
も
無
差
別
無
批
評
に
列
挙
す
る
と
い
う
ふ
う
の
傾
向
を
生
じ
る
事
も

あ
る
。
こ
の
傾
向
は
例
え
ば
ド
イ
ツ
の
物
理
学
者
な
ど
の
中
に
し
ば
し
ば
見
受
け
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
別
に
咎と

が

む
べ
き
事
で
も
な
い
と
思
う
が
と
に
か
く
骨
董
趣
味
に
類
し
た

一
種
の
「
趣
味
」
と
見
て
も
差さ

し

支つ
か
え

は
な
か
ろ
う
。

　

こ
れ
と
正
反
対
の
極
端
に
あ
る
科
学
者
も
あ
る
。
そ
の
種
類
の
人
に
は
歴
史
と
い
う

事
は
全
く
無
意
味
で
あ
る
。
古
い
研
究
な
ど
は
ど
う
で
も
よ
い
。
最
新
の
知
識
す
な
わ

ち
真
で
あ
る
。
こ
れ
に
達
し
た
径＊

路
は
問
う
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
科
学

上
の
知
識
を
絶
対
的
ま
た
は
究
極
的
な
も
の
と
信
じ
る
立
場
か
ら
見
れ
ば
こ
れ
も
当
然

な
事
で
あ
ろ
う
。
ま
た
応
用
と
い
う
点
か
ら
考
え
て
も
そ
れ
で
十
分
ら
し
く
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
傾
向
が
極
端
に
な
る
と
、
古
い
も
の
は
何
物
で
も
無
価
値
と

考
え
、
新
し
き
も
の
は
無
差
別
に
尊
重
す
る
よ
う
な
傾
向
を
生
じ
や
す
い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ほ
ど
極
端
で
な
い
ま
で
も
実
際
科
学
者
と
し
て
は
日
進
月
歩
の
新
知
識
を
修
得

す
る
だ
け
で
も
か
な
り
に
忙
し
い
の
で
歴
史
的
の
詮せ

ん

索さ
く

ま
で
に
手
の
届
か
ぬ
も
の
は
普

通
の
事
で
あ
る
。

　
⑷
し
か
し
自
分
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
科
学
上
の
骨
董
趣
味
は
そ
れ
ほ
ど
軽
視
す
べ

き
も
の
で
は
な
い
。 

こ
の
世
に
全
く
新
し
き
何
物
も
存
在
せ
ぬ
と
い
う
古
人
の
言
葉
は

科
学
に
対
し
て
も
必
し
も
無
意
義
で
は
な
い
。
科
学
上
の
新
知
識
、
新
事
実
、
新
学
説

と
い
え
ど
も
突
然
天
外
か
ら
落
下
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
よ
く
よ
く
詮＊

議
す
れ

ば
ど
こ
か
に
そ
の
よ
っ
て
来
る
べ
き
因い

ん

縁ね
ん

系
統
が
あ
る
。
例
え
ば
現
代
の
分
子
説
や
開か

い

闢び
ゃ
く

説せ
つ

で
も
古
い＊

形け
い

而じ

上じ
ょ
う

学
者
の
頭
の
中
に＊

彷ほ
う

徨こ
う

し
て
い
た
幻
像
に
脈
絡
を
通
じ
て
い

る
。
ガ
ス
分
子
論
の＊

胚は
い

子し

は
ル＊

ク
レ
チ
ウ
ス
の
夢
み
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ト
ン

の
微
粒
子
説
は
倒
れ
た
が
こ
れ
に
代か

わ

る
べ
き
微
粒
子＊

輻ふ
く

射し
や

は
近
代
に
生う

ま

れ
出
た
。
破は

天て
ん

荒こ
う

と
考
え
ら
れ
る
素
量
説
の
ご
と
き
も
二
十
世
紀
の
特
産
物
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

エ＊

ピ
ナ
ス
の
古
い
考
は
ケ＊

ル
ビ
ン
、
タ＊

ム
ソ
ン
の
原
子
説
を
産
ん
だ
。
デ＊

カ
ル
ト
の
荒こ

う

唐と
う

な
仮
説
は
渦か

動ど
う

分
子
説
の
因
を
な
し
て
い
る
と
も
見
ら
れ
る
。
植
物
学
者
ブ＊

ラ
ウ
ン
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〔
問
１
〕 ⑴
一
種
の
不
純
な
趣
味 

と
あ
る
が
、「
骨
董
趣
味
」
に
お
け
る
「
不
純
な
趣

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

ア　

世
界
各
地
で
手
に
入
れ
た
化
石
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
と
う
と
う
と
自
慢
す
る
。

イ　

所
蔵
す
る
重
要
文
化
財
を
博
物
館
で
期
限
付
き
で
多
く
の
人
に
公
開
す
る
。

ウ　

十
七
世
紀
の
あ
ら
ゆ
る
陶
磁
器
を
大
金
を
払
っ
て
で
も
即
座
に
手
に
入
れ
る
。

エ　

最
近
入
手
し
た
平
安
時
代
の
能
筆
家
の
書
を
仲
間
に
ひ
け
ら
か
す
。

〔
問
２
〕 ⑵
科
学
上
の
真
理
は
常
に
新
鮮
な
る
べ
き
も
の
で
骨
董
趣
味
と
は
没
交
渉
で

あ
る
べ
き
よ
う
に
見
え
る
。 

と
あ
る
が
、「
科
学
上
の
真
理
は
常
に
新
鮮
な

る
べ
き
も
の
で
骨
董
趣
味
と
は
没
交
渉
で
あ
る
べ
き
」
だ
と
考
え
る
と
き
の

科
学
に
対
す
る
態
度
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
三
十
五
字
以
上
五
十
字
以

内
で
説
明
せ
よ
。

　

〔
注
〕
翫が

ん

賞し
よ
う 

― 

―
鑑
賞
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

聯れ
ん

想そ
う 

― 

―
「
連
想
」
に
同
じ
。「
聯
」
は
「
連
」
の
旧
字
体
。

　
　
　
　

蒐し
ゆ
う

集し
ゆ
う 

― 

―
「
収
集
」
に
同
じ
。

　
　
　
　

方
則 

― 

―
「
法
則
」
に
同
じ
。

　
　
　
　

慾よ
く

望ぼ
う 

― 

―
「
欲
望
」
に
同
じ
。「
慾
」
は
「
欲
」
の
旧
字
体
。

　
　
　
　

通
有 
― 
―
同
類
の
も
の
に
共
通
す
る
性
質
。

　
　
　
　

径
路 

― 
―
「
経
路
」
に
同
じ
。

　
　
　
　

詮
議 

― 

―
評
議
し
て
物
事
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

形け
い

而じ

上じ
ょ
う

学 

― 

―
世
界
の
根
本
的
な
成
り
立
ち
や
物
や
人
間
存
在
の
理
由
な

ど
、
感
覚
を
超
越
し
た
も
の
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
。

　
　
　
　

彷ほ
う

徨こ
う 

― 

―
さ
ま
よ
う
こ
と
。

　
　
　
　

胚は
い

子し 

― 

―
多
細
胞
生
物
の
個
体
発
生
初
期
の
も
の
。
こ
こ
で
は
、
比
喩
的

に
、
こ
れ
か
ら
育
っ
て
い
く
、
も
と
に
な
る
も
の
。

　
　
　
　

ル
ク
レ
チ
ウ
ス 

― 

―
紀
元
前
の
西
洋
の
哲
学
者
。

　
　
　
　

輻ふ
く

射し
や 

― 

―
反
射
。

　
　
　
　

エ
ピ
ナ
ス
、
ケ
ル
ビ
ン
、
タ
ム
ソ
ン 

― 

―
近
代
の
西
洋
の
科
学
者
。

　
　
　
　

デ
カ
ル
ト 

― 

―
近
代
の
西
洋
の
哲
学
者
。

　
　
　
　

 

ブ
ラ
ウ
ン
、
ガ
リ
レ
ー
、
シ
ー
メ
ン
ス
、
カ
レ
ン
ダ
ー
、
グ
リ
フ
ィ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　

 

― 

―
近
代
の
西
洋
の
科
学
者
。

　
　
　
　

余よ

燼じ
ん 

― 

―
古
人
の
残
し
た
事
跡
の
お
も
か
げ
。

　
　
　
　

刺し

戟げ
き 

― 

―
「
刺
激
」
に
同
じ
。

　
　
　
　

閑
人 

― 

―
世
俗
を
離
れ
た
風
流
人
。
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〔
問
４
〕 ⑷
し
か
し
自
分
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
科
学
上
の
骨
董
趣
味
は
そ
れ
ほ
ど
軽

視
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。 

と
あ
る
が
、
な
ぜ
「
科
学
上
の
骨
董
趣
味
」
は

軽
視
さ
れ
て
し
ま
う
の
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア　

先
人
の
研
究
や
科
学
発
展
の
歴
史
に
対
す
る
過
度
な
関
心
は
、
個
人
的
な
満
足

感
を
満
た
そ
う
と
し
て
い
る
だ
け
に
見
え
、
現
代
の
科
学
の
発
展
に
直
結
し
な
い

よ
う
に
思
え
る
か
ら
。

イ　

先
人
の
研
究
や
科
学
発
展
の
歴
史
に
対
す
る
過
剰
な
関
心
は
、
生
活
の
向
上
と

い
う
研
究
の
目
的
を
見
失
う
こ
と
に
な
り
、
現
代
の
科
学
の
発
展
を
阻
害
す
る
よ

う
に
思
え
る
か
ら
。  

ウ　

先
人
の
研
究
や
科
学
発
展
の
歴
史
に
対
す
る
極
度
の
心
酔
は
、
激
し
い
時
代
の

変
化
か
ら
目
を
背
け
よ
う
と
し
て
い
る
と
言
え
、
現
代
の
科
学
の
発
展
に
逆
行
す

る
よ
う
に
思
え
る
か
ら
。

エ　

先
人
の
研
究
や
科
学
発
展
の
歴
史
に
対
す
る
極
端
な
心
酔
は
、
先
行
研
究
の
価

値
を
証
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
現
代
の
科
学
の
発
展
と
は
無
関
係
の

よ
う
に
思
え
る
か
ら
。

〔
問
３
〕 ⑶
そ
う
考
え
れ
ば
科
学
者
の
欲
求
は
芸
術
家
の
創
作
的
慾
望
と
軌
を
一
に
す

る
わ
け
で
あ
る
。 

と
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
「
科
学
者
の
欲
求
」
と
は
ど
の
よ

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

ア　

観
察
や
実
験
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
デ
ー
タ
を
使
っ
て
、
原
初
か
ら
存
在
す
る
科

学
的
事
実
や
法
則
を
発
見
し
て
世
間
に
発
表
し
た
い
と
い
う
も
の
。

イ　

観
察
や
実
験
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
デ
ー
タ
を
踏
ま
え
て
、
自
然
界
の
事
実
や
法

則
に
対
す
る
独
自
の
理
論
を
考
案
し
て
形
に
し
た
い
と
い
う
も
の
。

ウ　

観
察
や
実
験
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
デ
ー
タ
を
も
と
に
し
て
、
定
説
を
念
入
り
に

検
証
し
て
科
学
的
な
知
識
を
ひ
た
す
ら
修
得
し
た
い
と
い
う
も
の
。

エ　

観
察
や
実
験
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
デ
ー
タ
を
用
い
て
、
奇
想
天
外
な
着
想
で
一

つ
の
理
論
に
ま
と
め
あ
げ
て
世
の
中
を
驚
か
せ
た
い
と
い
う
も
の
。
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〔
問
６
〕 ⑹
し
か
し
そ
の
半
面
の
随
伴
現
象
と
し
て
い
わ
ゆ
る
骨
董
趣
味
を
邪
道
視
し

極
端
に
排は

い

斥せ
き

し
、
つ
い
に
は
巧
利
を
度
外
視
し
た
純
知
識
慾
に
基
づ
く
科
学

的
研
究
を
軽
ん
ず
る
よ
う
な
事
が
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
思
う
。 

と
あ
る
が
、

筆
者
が
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
な
ぜ
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も

の
を
選
べ
。

ア　

現
実
的
な
効
用
や
利
益
を
顧
み
る
こ
と
な
く
、
真
理
の
発
見
を
求
め
て
古
い
研

究
を
重
視
す
る
科
学
的
研
究
こ
そ
が
、
他
者
の
様
々
な
意
見
を
受
容
す
る
態
度
を

生
み
、
科
学
の
進
歩
を
促
進
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
。

イ　

新
し
い
技
術
の
追
究
か
ら
距
離
を
置
き
、
平
和
の
実
現
を
求
め
て
古
い
研
究
に

学
ぼ
う
と
す
る
科
学
的
研
究
こ
そ
が
、
人
類
の
幸
福
と
い
う
意
識
を
持
続
さ
せ
、

次
の
科
学
的
理
論
を
産
み
出
す
こ
と
に
寄
与
す
る
か
ら
。

ウ　

現
実
的
な
効
用
や
利
益
を
求
め
ず
、
本
質
の
解
明
を
求
め
て
過
去
の
研
究
に
ま

で
目
を
向
け
る
科
学
的
研
究
こ
そ
が
、
思
い
が
け
な
い
発
想
を
も
た
ら
し
、
新
た

な
科
学
の
進
歩
に
つ
な
が
る
可
能
性
を
持
つ
か
ら
。

エ　

新
し
い
技
術
へ
の
応
用
と
い
う
視
点
を
捨
て
、
本
来
の
研
究
の
あ
り
方
を
求
め

て
先
人
た
ち
の
態
度
に
な
ら
う
科
学
的
研
究
こ
そ
が
、
現
実
の
問
題
を
解
決
す
る

唯
一
の
手
段
と
な
り
、
新
技
術
の
開
発
を
可
能
と
す
る
か
ら
。

〔
問
７
〕　

温
故
知
新
と
い
う
事
は
科
学
上
に
も
意
義
あ
る
言
葉
で
あ
る
。 

と
あ
る
が
、

世
界
の
未
来
に
向
け
て
「
温
故
知
新
」
が
役
に
立
つ
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
こ

と
が
あ
る
か
。
具
体
例
を
あ
げ
て
、
あ
な
た
の
考
え
を
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
５
〕 ⑸
こ
の
よ
う
な
類
例
を
探
せ
ば
ま
だ
い
く
ら
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。 

と
あ
る

が
、「
こ
の
よ
う
な
類
例
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最

も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア　

先
人
の
意
外
な
思
い
つ
き
が
後
世
の
研
究
の
方
向
性
を
規
定
し
、
理
論
の
成
立

や
発
明
品
の
誕
生
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
こ
と
。

イ　

先
人
の
果
敢
な
挑
戦
が
後
世
の
研
究
者
の
精
神
的
支
柱
と
な
り
、
理
論
の
成
立

や
発
明
品
の
誕
生
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
こ
と
。

ウ　

先
人
の
途
方
も
な
い
夢
が
後
世
の
研
究
者
に
現
実
を
見
つ
め
さ
せ
、
理
論
の
成

立
や
発
明
品
の
誕
生
を
推
し
進
め
た
と
い
う
こ
と
。

エ　

先
人
の
飽
く
な
き
探
究
が
後
世
の
研
究
者
に
何
ら
か
の
啓
示
を
与
え
、
理
論
の
成

立
や
発
明
品
の
誕
生
に
貢
献
し
た
と
い
う
こ
と
。
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伊
勢
に
参
上
し
た
と
こ
ろ
、
三
津
と
い
う
所
で
、
海
辺
の
春
の
暮
れ
と
い
う

こ
と
を
、
神
主
た
ち
が
詠よ

ん
だ
の
で
、

　
　

 

過
ぎ
て
い
く
春
は
、
潮
の
満
ち
る
三
津
の
浜
か
ら
、
波
の
花
と
も
い
う
べ
き
白

波
を
舳へ

先さ
き

に
立
て
て
、
船
出
し
て
行
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

の
一
首
が
、
い
ま
芭
蕉
の
一
句
の
「
潮
の
花
」
に
か
か
わ
る
か
ら
で
も
あ
る
。

　

し
か
し
「
潮
の
花
」
は
、め
ず
ら
し
い
言
葉
で
あ
る
。
ふ
つ
う
に
は
、「
潮
の
花
と
は
、

海
辺
に＊

潮し
お

先さ

き
の
白
く
散
る
の
を
花
と
見
立
て
て
言
つ
た
語
」（
内
藤
鳴め

い

雪せ
つ

『
芭
蕉
俳

句
評
釈
』）と
解
さ
れ
る
が
、国
語
辞
書
の
類
に
は
、こ
の
語
を
登
載
す
る
も
の
が
な
い
。

か
わ
り
に
「
シ
オ
バ
ナ
（
塩
花
・
潮
花
）」
が
あ
り
、＊『
日に

っ

葡ぽ

辞
書
』
の
例
な
ど
に
よ
っ
て
、

「
白
波
。
満
潮

0

0

の0

時0

な
ど
、
潮
の
飛
び
散
る
様
子
が
花
の
よ
う
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
い

う
」
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
の
「
シ
オ
バ
ナ
」
が
、
い
ま
こ
の
句
に
お
い
て
、
⑵
五
七
五

各
句
の
頭
韻
を
「
ウ
」
で
揃そ

ろ

え
る
た
め
に
「
ウ
シ
オ
ノ
ハ
ナ
」
と
い
い
な
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。 

た
だ
し
、
一
方
で
は
ま
た
、
一
句
を
、

　
　

 

こ
の
二
見
が
浦
で
は
、
夫め

お
と婦

岩
に
砕
け
散
る
波0

の0

花0

ま
で
も
、
め
で
た
い
新
春
を

寿こ
と
ほ

い
で
い
る
の
だ
。
こ
の
神
境
の
尊
さ
を
、
ゆ
め
ゆ
め
疑
う
ま
い
ぞ
。

（『
芭
蕉
句
集
』）

と
口
語
訳
す
る
説
が
あ
る
よ
う
に
⑶
「
潮
の
花
」
を
「
波
の
花
」
と
解
し
て
済
ま
せ
る

説
が
多
い
。 

し
か
し
、「
波
の
花
」
な
ら
ば
、『
古
今
集
』
以
来
の
歌
語
で
あ
る
（「
草＊

も
木
も
色
変か

は

れ
ど
も
わ
た
つ
海み

の
波0

の0

花0

に
ぞ
秋
な
か
り
け
る
」）
が
、こ
れ
は
、満
潮
・

干
潮
に
か
か
わ
り
な
く
、

　
　

波
の
白
き
を
花
に
見
な
し
た
り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
ま
さ
な
草
』）

　
　

波
の
白
い
様
子
を
花
に
見
な
し
て
い
る
。

と
い
う
よ
う
に
、
波
頭
一
般
を
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
右
の
口
語
訳
が
、
そ
う
で
あ

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
原
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
。）

　
　

う
た
が
ふ
な
潮う
し
ほ

の
花は

な

も
浦
の
春

□＊

其き

角か
く

編
『
い
つ
を
昔
』
に
は
、「＊

二ふ
た

見み

の
図
を
拝
み
侍は

べ

り
て
」
と＊

詞こ
と
ば

書が
き

が
あ
り
、
ま

た
世
に
芭
蕉
の
「
二
見
文＊

台
」
と
し
て
伝
来
す
る
も
の
に
、
鏡か

が
み

板い
た

に
扇
面
と
二
見
が

浦
の
図
を
描
き
、
裏
面
に
右
の
句
を
書
き
付
け
た
も
の
が
あ
る
。
二
見
が
浦
は
、
歌＊

枕

で
あ
り
、「
伊い

勢せ

神
宮
の＊

垢こ

り

ば
離
場
、
参
宮
者
が
潮
に
浴
し
、
ま
た
新
春
の
初
日
の
出
を

拝
む
」（『
芭
蕉
句
集
』）
所
で
あ
る
が
、
⑴
西
行
と
の
ゆ
か
り
も
見
逃
す
こ
と
が
で
き

な
い
。 

そ
れ
は
、

　
　

 

伊
勢
の
二
見
の
浦
に
て
、
西
行
上し

や
う

人に
ん

扇
を
開
き
て
仮か

り
に
文
台
と
な
し
た
る
風

流
よ
り
、
芭
蕉
思
ひ
よ
り
て
、
文
台
の
面
に
、
扇
の
形
書
き
て
、
岩
二
つ
注し

連め

結

び
た
る
体
を
書
け
り
。

（『
芭
蕉
句
選
年
考
』）

　
　

 

伊
勢
の
二
見
の
浦
で
、
西
行
上し

ょ
う

人に
ん

が
扇
を
開
い
て
仮
の
文
台
と
し
た
風
流
か

ら
、
芭
蕉
が
思
い
つ
い
て
、
文
台
の
表
の
面
に
、
扇
の
形
を
書
い
て
、
岩
を
二

つ
注
連
縄
で
結
ん
だ
形
を
書
い
た
。

と
す
る
伝
承
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、

　
　
　
　

 

伊
勢

0

0

に
ま
か
り
た
り
け
る
に
、
三＊

津
と
申
す
所
に
て
、
海
辺
の
春
の
暮く

れ

と
云い

ふ
事
を
、
神
主
ど
も
よ
み
け
る
に
、

　
　

過す
ぐ

る
春
潮し

ほ

の
み
つ
よ
り
船
出
し
て
な
み
の

0

0

0

花0

を
や
さ
き
に
た
つ
ら
む（『

山＊

家
集
』）

5
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は
、
和
歌
連
歌
以
来
、
こ
と
さ
ら
に
重
要
に
扱
わ
れ
て
き
て
、
ほ
と
ん
ど
自
動
的
に
春

季
の
意
を
含
蓄
す
る
。
そ
う
い
う
力
を
持
っ
て
い
る
。
⑷
一
語
の
も
つ
、
そ
の
よ
う
な

効
果
の
あ
り
方
、
そ
れ
が
、
一
句
に
お
い
て
反
省
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
〈
潮
の
花
〉が〈
花
〉で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、「
う
た
が
ふ
」と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、

わ
れ
と
わ
が
心
の
中
に
、ほ
ん
の
少
し
も
き
ざ
し
て
ほ
し
く
な
い
も
の
だ
。〈
潮
の
花
〉

は
、
ほ
ん
と
う
に
字
義
ど
お
り
に
〈
花
〉
な
の
だ
と
、
信
じ
て
い
た
い
。〈
潮
が
花
を

な
し
て
押
し
寄
せ
る
〉
ど
こ
ろ
か
、〈
花
が
潮
と
い
う
か
り
の
形
を
と
っ
て
現
前
し
て

い
る
の
だ
〉
と
、
信
じ
て
、
そ
の
心こ

こ
ろ

持も
ち

の
中
に
、
漂
っ
て
い
た
い
も
の
だ
。
そ
ん
な

気
に
な
る
。
所
も
二
見
が
浦
の
、
す
が
す
が
し
い
春
の
時
節
。
ま
さ
に
「
花
の
（
す
ば

ら
し
い
）
春
」
で
あ
る
。「
潮
の
花
も
う
た
が
ふ
な
□
浦
の
春
」
の
形
で
一
句
を
解
す

れ
ば
、
お
よ
そ
、
以
上
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

一
句
は
、さ
ら
に
倒
置
さ
れ
た
。「
う
た
が
ふ
な
」が
一
句
の
頭
に
出
た
。
そ
の
と
き
、

右
の
解
に
い
う
信
じ
て
い
た
い
気き

持も
ち

は
、
一
層
強
調
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
右
の
句
形
で

は
、
わ
れ
と

0

0

0

わ
が
心
を
説
得
し
、
わ
れ
と

0

0

0

わ
が
心
に
命
令
を
与
え
る
の
で
あ
る
が
、
倒

置
の
結
果
、
命
令
は
一
層
強
調
さ
れ
、
わ
れ
な
が
ら
、
わ
れ
な
ら
ぬ
も
の
の
命
令
を
受

け
て
い
る
気
持
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。〈
潮
の
花
〉
が
〈
花
〉

で
あ
る
こ
と
を
、
わ
た
く
し
は
、
ほ
と
ん
ど
、
も
う
信
じ
て
い
る
。
疑
っ
て
は
な
ら
な

い
、
と
い
う
命
令
は
、
わ
れ
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
か
ら
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
と
い
う
の

で
あ
る
。
ま
こ
と
に
、「
う＊

た
が
ひ
は
人
間
に
あ
り
。
天
に
い
つ
は
り
な
き
も
の
を
」（
謡

曲
「
羽
衣
」）
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
比
喩
が
、
そ
の
表
現
・
言
表
を
経
過
し
て
、
つ
い
に
は
、
逆
に
、
そ
の

表
現
・
言
表
を
出
発
と
し
て
、
リ
ア
ル
な
意
味
を
獲
得
す
る
に
い
た
る
、
そ
の
よ
う
な

過
程
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
言
語
が
、
比
喩
自
体
を
の
り
こ
え
て
真
実
と
し
て
眼
前
に

浮
か
び
あ
が
る
、
そ
の
過
程
が
反
省
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
は
、
言
語
の
も
つ
象
徴
機

能
と
い
う
も
の
を
、
そ
の
所ゆ

え
ん以

を
、
明
確
に
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
象

徴
機
能
の
生
成
さ
れ
る
所
以
が
、
何
や
ら
人
為
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
ら
し
い
と
い

う
こ
と
を
、鋭
く
感
じ
あ
て
て
い
る
。
そ
れ
が
「
神
仏
の
威
徳
」
だ
、と
は
決
し
て
い
っ

る
よ
う
に
、「
潮
の
花
」
を
「
波
の
花
」
と
解
し
た
場
合
に
、
そ
こ
で
は
、
満
潮
の
意

義
が
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う
。「
潮
の
花
」
が
、「
シ
オ
バ
ナ
」
か
ら
い
い
な
さ
れ
た
も
の

か
、「
波
の
花
」
の
単
な
る
い
い
換
え
か
は
、
に
わ
か
に
決
め
難が

た

い
か
に
見
え
る
が
、

こ
こ
は
、
や
は
り
、
満
ち
て
来
る
潮
の
花
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
れ
は
、
西
行
歌
に
い

う
よ
う
に
、「
潮
の
み
つ
」
る
と
き
に
こ
そ
、「
な
み
の
花
」
は
最
も
、
は
な
ば
な
し
い

か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
れ
を
単
に
「
砕
け
散
る
浪な

み

の
花
」
と
解
す
る
よ
り
も
、
ひ
た

ひ
た
と
満
ち
て
来
る
海
を
句
の
底
に
見
る
方
が
は
る
か
に
一
句
の
迫
力
を
増
す
か
ら
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
迫
力
は
、
確
実
に
一
句
の
意
味
に
か
か
わ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
う
た
が
ふ
な
潮
の
花
も
」
は
、
倒
置
と
し
て
、
本
来
「
潮
の
花
も
う
た
が
ふ
な
」

の
意
味
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。「
う
た
が
ふ
な
」
が
「
神
仏
の
威
徳
を
説
く
時
の＊

常
じ
ょ
う

套と
う

語
」（『
芭
蕉
句
集
』）
で
あ
る
こ
と
は
、事
実
で
あ
り
、念
の
た
め
に
例
を
挙
げ
れ
ば
、

　
　

ゲ
ニ
モ
此こ

ノ
事
、
目
ノ
前
ノ
証
拠
ナ
リ
。
不0ず
レ
可べ

カ
ラレ

疑0

う
た
が
フ

。 

（『
捨
子
問
答
』）

　
　

本
当
に
こ
の
事
は
、
目
の
前
の
証
拠
で
あ
る
。
疑
っ
て
は
い
け
な
い
。

の
よ
う
に
説
教
・
説
話
集
の
中
に
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
が
、
し

か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
た
だ
ち
に
、「
こ
の
神
境
の
尊
さ
を
、
ゆ
め
ゆ
め
疑
う
ま
い
ぞ
」

（『
芭
蕉
句
集
』）
に
は
、
つ
な
が
ら
な
い
。
そ
こ
に
い
た
る
に
は
、
多
少
の
ま
わ
り
道

が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
を
一
度
本
来
の
文
型
に
戻
し
て
、「
も
」
と
命
令
形
と
の
連
係

と
し
て
見
る
と
き
に
、
一
つ
の
微
妙
な
意
味
が
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。「
潮
の
花
」

を
「
う
た
が
ふ
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
わ
れ
と
わ
が
心
の
中
に
、
ほ
ん
の
少
し
も

き
ざ
し
て
ほ
し
く
な
い
も
の
だ
、
と
い
う
意
味
が
。

　
〈
潮
の
花
〉は
、も
ち
ろ
ん
、い
わ
ば
見
立
て
の
比
喩
的
表
現
で
あ
る
。
潮
の
波
頭
が
、

白
く
砕
け
散
る
様
を
、
花
ノ
ヨ
ウ
ダ
、
と
言
表
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
実
体
は
、
い
う

ま
で
も
な
く
、海
水
の
飛し

ぶ
き沫

に
す
ぎ
な
い
。〈
花
〉と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
も
の
で
あ
る
。

絵
に
描
い
た
花
、
紙
で
作
っ
た
花
、
ほ
ど
の
相
似
性
も
な
い
も
の
だ
。
ま
し
て
、
春
の

季
語
で
あ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
も
、も
と
よ
り
内
実
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。だ
が
、〈
花
〉

0

0
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〔
注
〕
其き

角か
く 

― 

―
江
戸
時
代
の
俳
人
。
芭
蕉
の
門
人
で
、
俳
諧
撰せ

ん

集し
ゅ
う

『
い
つ
を
昔
』

を
編
ん
だ
。

　

 　
　

二ふ
た

見み

の
図
を
拝
み
侍は

べ

り
て

　

 　
　
　
　

 

― 

―
二
見
が
浦
の
絵
図
を
拝
み
ま
し
て
。

　

 　
　
　
　
　

二
見
が
浦
（
二
見
の
浦
）
は
三
重
県
に
あ
る
名
勝
。
夫
婦
岩
で
有
名
。

　

 　
　

詞こ
と
ば

書が
き 

― 

―
和
歌
を
作
っ
た
日
時
・
場
所
、成
立
事
情
な
ど
を
述
べ
る
前
書
き
。

　

 　
　

文
台 

― 

―
連
歌
や
俳
諧
の
会
の
時
に
、
作
句
を
書
き
と
め
る
台
。

　

 　
　

歌
枕 

― 

―
古
来
、
和
歌
に
よ
く
詠
ま
れ
た
景
勝
地
の
こ
と
。
そ
の
名
称
か
ら

連
想
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
も
よ
み
こ
ま
れ
る
。

　

 　
　

垢こ

り

ば
離
場 

― 

―
神
仏
へ
の
祈
願
や
祭
り
な
ど
の
際
、
冷
水
を
浴
び
て
身
を
清
め

る
場
所
。　

　

 　
　

三
津 

― 

―
二
見
が
浦
の
付
近
の
地
名
。

　

 　
　
『
山
家
集
』 

― 

―
平
安
末
期
の
僧
、
西
行
の
歌
集
。

　

 　
　

潮し
お

先さ

き 

― 

―
満
ち
て
く
る
潮
の
波
頭
。

　

 　
　
『
日に

っ

葡ぽ

辞
書
』 

― 

―
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
た
ち
に
よ
る
、
日
本
語
―
ポ
ル
ト
ガ

ル
語
辞
典
。

　

 　
　

草
も
木
も
色
変か

は

れ
ど
も
わ
た
つ
海み

の
波
の
花
に
ぞ
秋
な
か
り
け
る

　

 　
　
　
　

 

― 

―
草
に
せ
よ
木
に
せ
よ
、
真
夏
の
緑
か
ら
今
で
は
す
っ
か
り
色
が
変

わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
海
岸
に
立
っ
て
眺
め
る
と
、
波
の
花

と
も
い
う
べ
き
波
は
相
変
わ
ら
ず
白
い
飛
沫
を
上
げ
て
い
る
か
ら
、

波
の
花
に
は
秋
が
訪
れ
な
い
の
だ
な
あ
。

　
 　

　

常じ
ょ
う

套と
う

語 

― 

―
あ
る
場
合
に
い
つ
も
き
ま
っ
て
使
う
言
葉
。

　
 　

　

う
た
が
ひ
は
人
間
に
あ
り
。
天
に
い
つ
は
り
な
き
も
の
を

　

 　
　
　
　

 

― 

―
疑
う
と
い
う
こ
と
は
人
間
に
だ
け
あ
る
こ
と
、
天
に
は
そ
も
そ
も

偽
り
と
い
う
こ
と
が
な
い
の
に
。

　

 　
　

措
辞 
― 
―
言
葉
の
使
い
方
や
辞
句
の
配
置
の
仕
方
。

　

 　
　

造
化 

― 
―
人
為
を
超
え
た
も
の
。

て
い
な
い
。
い
う
と
こ
ろ
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
、
一
句
を
他
の
形
に
直
す
な

ら
ば
、

　

 
⑸
あ
な
た
ふ
と
浦
の
潮
も
花
の
春

と
、
い
う
こ
と
に
で
も
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
い
え
ば
ほ
と
ん
ど
姿
を
あ
ら
わ

し
か
け
る
「
神
仏
の
威
徳
」
は
、
も
と
の
句
形
で
は
、
決
し
て
あ
ら
わ
れ
な
い
。
そ
こ

が
「
う
た
が
ふ
な
」
の
措＊

辞
の
、
あ
や
う
く
も
微
妙
・
絶
妙
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
〈
花
〉
は
文
芸
の
精
髄
で
あ
り
、
文
芸
そ
の
こ
と
を
象
徴
す
る
記
号
で
も
あ
る
が
、

一
句
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
〈
花
〉
は
、
ひ
た
ひ
た
と
満
ち
て
く
る
〈
潮
〉

に
即
し
て
具
体
的
に
咲
く
の
で
あ
り
、
満
ち
て
く
る
潮
の
底
に
力
動
す
る
海
の
力
、
造＊

化
の
絶
大
な
力
が
、〈
花
〉
を
支
え
る
。　

（
上
野
洋
三
「
芭
蕉
の
表
現
」
に
よ
る
）　
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〔
問
２
〕 ⑵
五
七
五
各
句
の
頭
韻
を
「
ウ
」
で
揃そ

ろ

え
る
た
め
に
「
ウ
シ
オ
ノ
ハ
ナ
」
と

い
い
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
の
で
あ
る 

と
あ
る
が
、「
五
七
五
各

句
の
頭
韻
を
『
ウ
』
で
揃
え
る
」
と
同
じ
技
法
が
使
わ
れ
て
い
る
も
の
は
ど

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

ア　

秋
風
の
吹ふ

き

上あ
げ

に
立
て
る
白
菊
は
花
か
あ
ら
ぬ
か
浪
の
寄
す
る
か   

イ　

君
や
来
し
我
や
行
き
け
む
お
も
ほ
え
ず
夢
か
現う

つ
つ

か
ね
て
か
さ
め
て
か

ウ　

ほ
の
ぼ
の
と
春
こ
そ
空
に
来
に
け
ら
し
天あ

ま

の
香か

具ぐ

山や
ま

霞か
す
み

た
な
び
く

エ　

よ
き
人
の
よ
し
と
よ
く
見
て
よ
し
と
言
ひ
し
吉
野
よ
く
見
よ
よ
き
人
よ
く
見
つ

    

   

〔
問
１
〕 ⑴
西
行
と
の
ゆ
か
り
も
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い 

と
あ
る
が
、「
西
行
と
の

ゆ
か
り
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を

選
べ
。

ア　

西
行
が
二
見
が
浦
で
扇
を
文
台
に
し
た
こ
と
か
ら
芭
蕉
が
文
台
に
扇
と
二
見
が

浦
の
図
を
描
い
た
点
と
、
西
行
の
「
過
る
春
」
の
歌
を
意
識
し
て
芭
蕉
が
「
う
た

が
ふ
な
」の
句
を
作
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
点
で
、西
行
と
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

イ　

西
行
が
扇
を
文
台
に
し
た
こ
と
か
ら
芭
蕉
が
文
台
に
「
う
た
が
ふ
な
」
の
句
を

書
き
付
け
た
と
考
え
ら
れ
る
点
と
、
西
行
の
「
過
る
春
」
の
歌
に
触
発
さ
れ
て
芭

蕉
が
三
津
か
ら
旅
に
出
た
い
と
考
え
た
点
で
、
西
行
と
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

ウ　

西
行
が
「
過
る
春
」
の
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
か
ら
芭
蕉
が
文
台
に
扇
の
形
を
描
い

た
と
考
え
ら
れ
る
点
と
、
西
行
の
「
過
る
春
」
の
歌
を
手
本
に
し
て
芭
蕉
が
「
う

た
が
ふ
な
」
の
句
を
作
っ
た
と
さ
れ
る
点
で
、
西
行
と
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

エ　

西
行
が
伊
勢
で
「
過
る
春
」
の
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
か
ら
芭
蕉
が
伊
勢
を
旅
し
た

際
に
「
う
た
が
ふ
な
」
の
句
を
思
い
つ
い
た
と
考
え
ら
れ
る
点
と
、
西
行
の
歌
と

芭
蕉
の
句
に
其
角
が
関
連
を
見
い
だ
し
た
点
で
、西
行
と
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。
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〔
問
４
〕 ⑷
一
語
の
も
つ
、
そ
の
よ
う
な
効
果
の
あ
り
方
、
そ
れ
が
、
一
句
に
お
い
て

反
省
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
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　
「
潮
の
花
」
と
い
う
語
の
も
つ
花
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
力
が
、
砕
け
る
波
を

花
と
捉
え
さ
せ
る
こ
と
で
華
や
か
な
新
春
の
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
る
よ
う
に
機
能
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
。

イ　
「
潮
の
花
」
と
い
う
語
の
も
つ
海
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
力
が
、
潮
の
波
頭
の

砕
け
る
様
子
を
花
だ
と
信
じ
て
い
た
い
気
持
ち
を
妨
げ
る
よ
う
に
機
能
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
。

ウ　
「
花
」
と
い
う
語
の
も
つ
春
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
力
が
、
海
水
の
飛
沫
に
過

ぎ
な
い
「
潮
の
花
」
を
ま
さ
に
春
の
花
で
あ
る
と
感
じ
さ
せ
る
よ
う
に
機
能
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
。    

エ　
「
花
」
と
い
う
語
の
も
つ
波
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
力
が
、
古
来
波
を
花
と
見

立
て
て
め
で
て
き
た
日
本
人
の
感
性
を
再
確
認
さ
せ
る
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
。

〔
問
３
〕 ⑶
「
潮
の
花
」
を
「
波
の
花
」
と
解
し
て
済
ま
せ
る
説
が
多
い 

と
あ
る
が
、

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
筆
者
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。
次
の
う
ち
か
ら

最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア　
「
波
の
花
」
は
「
潮
の
花
」
と
ほ
ぼ
同
じ
状
況
を
表
し
て
お
り
、
海
辺
に
満
ち
て

来
る
潮
の
波
頭
が
白
く
散
る
様
子
を
花
に
見
た
て
る
こ
と
で
、「
う
た
が
ふ
な
」
の

句
が
描
く
海
の
様
子
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
。 

イ　
「
潮
の
花
」
は
満
潮
の
際
の
波
が
砕
け
散
る
様
子
を
表
し
て
お
り
、「
波
の
花
」

と
解
釈
し
た
の
で
は
、「
う
た
が
ふ
な
」
の
句
に
満
潮
の
海
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で

き
ず
、
句
の
迫
力
を
表
現
し
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

ウ　
「
潮
の
花
」
は
満
潮
の
波
の
様
子
を
花
に
見
立
て
て
表
し
て
お
り
、「
波
の
花
」

と
解
釈
し
た
の
で
は
、「
う
た
が
ふ
な
」
の
句
で
う
た
わ
れ
る
新
春
の
め
で
た
さ
を

描
き
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。        

エ　
「
波
の
花
」
は
『
古
今
集
』
以
来
の
歌
語
で
波
頭
一
般
を
表
し
て
お
り
、
一
方
で

「
潮
の
花
」は
国
語
辞
書
に
登
載
さ
れ
て
い
な
い
語
で
あ
る
の
で
、「
う
た
が
ふ
な
」

の
句
の
解
釈
と
し
て
「
波
の
花
」
と
す
る
方
が
一
般
的
で
あ
る
。
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〔
問
５
〕　

次
の
発
言
は
⑸
あ
な
た
ふ
と
浦
の
潮
も
花
の
春 

に
つ
い
て
生
徒
た
ち
が
意

見
を
出
し
合
っ
た
も
の
で
あ
る
。「
あ
な
た
ふ
と
浦
の
潮
も
花
の
春
」
の
句

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

ア　
「
う
た
が
ふ
な
」
の
句
で
は
、〈
潮
の
花
〉
が
〈
花
〉
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
余
地

の
な
い
こ
と
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
ね
。「
う
た
が
ふ
な
」
と
い
う
言
葉
が
、

読
者
の
読
み
を
限
定
し
て
い
る
ん
だ
。
芭
蕉
の
表
現
内
容
さ
え
も
変
え
て
し
ま
う

神
仏
に
対
す
る
畏
れ
を
表
す
た
め
に
、
筆
者
は
「
あ
な
た
ふ
と
」
の
句
で
表
現
し

て
い
る
ん
だ
と
思
う
よ
。

イ　
「
う
た
が
ふ
な
」
の
句
で
は
、
倒
置
に
よ
っ
て
「
う
た
が
ふ
な
」
と
い
う
命
令
が

一
層
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
ね
。「
わ
れ
な
ら
ぬ
も
の
」
に
命
令
さ
れ
て
〈
潮
の
花
〉

が
〈
花
〉
で
あ
る
こ
と
を
疑
い
よ
う
も
な
い
境
地
に
あ
る
ん
だ
。
そ
の
筆
者
の
感

じ
る
「
神
仏
の
威
徳
」
の
存
在
を
わ
か
り
や
す
く
示
す
た
め
に
、「
あ
な
た
ふ
と
」

の
句
で
表
現
し
て
い
る
ん
だ
と
思
う
よ
。

ウ　
「
う
た
が
ふ
な
」
の
句
で
は
、
比
喩
を
リ
ア
ル
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
と
い
う

神
仏
の
み
が
成
し
得
る
こ
と
が
起
き
て
い
る
よ
ね
。
人
を
超
え
た
力
が
「
う
た
が

ふ
な
」
の
句
に
は
働
い
て
い
る
ん
だ
。
筆
者
は
こ
の
句
に
作
用
し
て
い
る
神
仏
の

力
を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
た
め
に
、「
あ
な
た
ふ
と
」
の
句
を
作
っ
て
紹
介
し
て

い
る
ん
だ
と
思
う
よ
。

エ　
「
う
た
が
ふ
な
」
の
句
で
は
、「
神
仏
の
威
徳
」
の
存
在
は
表
現
さ
れ
て
い
な
い

よ
ね
。
そ
れ
が
微
妙
・
絶
妙
な
と
こ
ろ
で
は
あ
る
も
の
の
、
現
代
の
私
た
ち
に
は

わ
か
り
に
く
い
ん
だ
。
だ
か
ら
、
私
た
ち
に
神
仏
へ
の
畏
敬
の
念
を
理
解
さ
せ
る

た
め
に
、
筆
者
は
「
あ
な
た
ふ
と
」
と
い
う
句
を
作
っ
て
紹
介
し
て
い
る
ん
だ
と

思
う
よ
。
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国　
　
　

語

１　

問
題
は 　
　

か
ら 　
　

ま
で
で
、
17
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

（ 5－戸）

1

5

5̶

戸

国　
　

語
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