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第
１
問

次
の【
文
章
Ⅰ
】【
文
章
Ⅱ
】を
読
ん
で
、
後
の
問
い（
問
１
〜
６
）に
答
え
よ
。（
配
点

５０
）

【
文
章
Ⅰ
】

次
の
文
章
は
、
宮
沢
賢
治
の「
よ
だ
か
の
星
」を
参
照
し
て「
食
べ
る
」こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
た
文
章
で
あ
る
。
な
お
、
表
記
を
一
部
改
め

て
い
る
。

「
食
べ
る
」こ
と
と「
生
」に
ま
つ
わ
る
議
論
は
、
ど
う
し
た
と
こ
ろ
で
動
物
が
主
題
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
は
動
物
た
ち
が
人
間
の
言
葉
を
は
な

し
、
ま
た
人
間
は
動
物
の
言
葉
を
理
解
す
る（
ま
さ
に
神
話
的
状
況
で
あ
る
）。
そ
の
と
き
動
物
も
人
間
も
、
自
然
の
な
か
で
の
生
き
物
と
し
て
、
ま
っ

た
く
対
等
な
位
相
に
た
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
動
物
が
人
間
に
な
る
の
で
は
な
い
。
宮
沢
の
記
述
か
ら
か
い
ま
み
ら
れ
る
の
は
、
そ

も
そ
も
逆
で
、
人
間
と
は
も
と
よ
り
動
物
で
あ
る（
そ
う
で
し
か
あ
り
え
な
い
）と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
考
え
て
み
れ
ば
、
あ
ま
り
に
当

然
す
ぎ
る
こ
と
で
あ
る
。

「
よ
だ
か
の
星
」は
、
そ
の
意
味
で
は
、
擬
人
化
が
カ
�
ジ
ョ
ウ
に
な
さ
れ
て
い
る
作
品
の
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
そ
の
感
情
は
は
っ
き
り
と
人
間

的
で
あ
る
。
よ
だ
か
は
、
み
な
か
ら
い
じ
め
ら
れ
、
何
を
し
て
も
孤
立
し
て
し
ま
う
。
い
つ
も
自
分
の
醜
い
容
姿
を
気
に
か
け
て
い
る
。
親
切
心
で
他

ま
な

ざ

の
鳥
の
子
供
を
助
け
て
も
、
何
を
す
る
の
か
と
い
う
眼
差
し
で
さ
げ
す
ま
れ
る
。
な
ぜ
自
分
は
生
き
て
い
る
の
か
と
お
も
う
。
あ
る
意
味
で
は
、
多
か

た
か

れ
少
な
か
れ
普
通
の
人
間
の
誰
も
が
、
一
度
は
心
の
な
か
に
抱
い
た
こ
と
の
あ
る
感
情
だ
。
さ
ら
に
は
、
よ
だ
か
に
は
い
じ
め
っ
子
の
鷹
が
い
る
。
鷹

は
、
お
前
は
鷹
で
は
な
い
の
に
な
ぜ
よ
だ
か
と
い
う
名
前
を
名
乗
る
の
だ
、
し
か
も
夜
と
い
う
単
語
と
鷹
と
い
う
単
語
を
借
り
て
お
か
し
い
で
は
な
い

か
、
名
前
を
変
え
ろ
と
迫
る
。
よ
だ
か
は
あ
ま
り
の
こ
と
に
、
自
分
の
存
在
そ
の
も
の
を
否
定
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
感
じ
る
。

し
か
し
よ
だ
か
は
、
い
か
に
醜
く
と
も
、
い
か
に
自
分
の
存
在
を
低
く
み
よ
う
と
も
、
空
を
飛
び
移
動
す
る
な
か
で
、
お
お
き
な
口
を
あ
け
、
羽
虫

く

か
ぶ
と
む
し

を
む
さ
ぼ
り
喰
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
喉
に
つ
き
さ
さ
ろ
う
と
も
、
甲
虫
を
食
べ
て
し
ま
う
。
自
然
に
対
し
て
は
、
自
分
は
支
配
者
の
よ
う
な
役
割

を
演
じ
て
し
ま
い
も
す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
ど
う
し
て
自
分
は
羽
虫
を「
食
べ
る
」の
か
。
な
ぜ
自
分
の
よ
う
な
存
在
が
、
劣
等
感
を
も
ち
な
が
ら
も
、

他
の
生
き
物
を
食
べ
て
生
き
て
い
く
の
か
、
そ
れ
が
よ
い
こ
と
か
ど
う
か
が
わ
か
ら
な
い
。
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ぴ
き

の

ど

夜
だ
か
が
思
ひ
切
っ
て
飛
ぶ
と
き
は
、
そ
ら
が
ま
る
で
二
つ
に
切
れ
た
や
う
に
思
は
れ
ま
す
。
一
疋
の
甲
虫
が
、
夜
だ
か
の
咽
喉
に
は
ひ
っ

の

て
、
ひ
ど
く
も
が
き
ま
し
た
。
よ
だ
か
は
す
ぐ
そ
れ
を
呑
み
こ
み
ま
し
た
が
、
そ
の
時
何
だ
か
せ
な
か
が
ぞ
っ
と
し
た
や
う
に
思
ひ
ま
し
た
。

ペ
ー
ジ

（『
宮
沢
賢
治
全
集
�
』、
八
六
頁
）

Ａ
こ
こ
か
ら
よ
だ
か
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
思
考
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
自
明
な
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。

（
あ
あ
、
か
ぶ
と
む
し
や
、
た
く
さ
ん
の
羽
虫
が
、
毎
晩
僕
に
殺
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
だ
一
つ
の
僕
が
こ
ん
ど
は
鷹
に
殺
さ
れ
る
。
そ
れ
が

う

こ
ん
な
に
つ
ら
い
の
だ
。
あ
あ
、
つ
ら
い
、
つ
ら
い
。
僕
は
も
う
虫
を
た
べ
な
い
で
餓
ゑ
て
死
な
う
。
い
や
そ
の
前
に
も
う
鷹
が
僕
を
殺
す
だ
ら

う
。
い
や
、
そ
の
前
に
、
僕
は
遠
く
の
遠
く
の
空
の
向
ふ
に
行
っ
て
し
ま
は
う
。）
（
同
書
、
八
七
頁
）

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
夏
の
夜
の
一
夜
限
り
の
生
命
か
も
し
れ
な
い
羽
虫
を
食
べ
る
こ
と
、
短
い
時
間
し
か
い
の
ち
を
送
ら
な
い
甲
虫
を
食
べ
る
こ

と
は
、
そ
も
そ
も
食
物
連
鎖
上
の
こ
と
と
し
て
や
む
を
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
そ
も
そ
も
こ
の
話
は
、
も
と
も
と
は
よ
だ
か
が
自
分
の
生
の
ど

こ
か
に
困
難
を
抱
え
て
い
て（
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
の
鏡
だ
）、
そ
れ
が
次
第
に
、
他
の
生
き
物
を
殺
し
て
食
べ
て
い
る
と
い
う
事
実
の
問
い
に
転

か

な

た

化
さ
れ
、
そ
の
な
か
で
自
分
も
鷹
に
い
ず
れ
食
べ
ら
れ
る
だ
ろ
う
、
そ
れ
な
ら
ば
自
分
は
何
も
食
べ
ず
絶
食
し
、
空
の
彼
方
へ
消
え
て
し
ま
お
う
と
い

う
は
な
し
に
さ
ら
に
転
変
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

よ
だ
か
は
大
犬
座
の
方
に
向
か
い
億
年
兆
年
億
兆
年
か
か
る
と
い
わ
れ
て
も
、
さ
ら
に
大
熊
星
の
方
に
向
か
い
頭
を
冷
や
せ
と
い
わ
れ
て
も
、
な
お

そ
の
行
為
を
や
め
る
こ
と
は
し
な
い
。
結
局
よ
だ
か
は
最
後
の
力
を
振
り
絞
り
、
自
ら
が
燃
え
尽
き
る
こ
と
に
よ
り
、
自
己
の
行
為
を
昇
華
す
る
の
で

あ
る
。

食
べ
る
と
い
う
主
題
が
こ
こ
で
前
景
に
で
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
ま
ず
よ
だ
か
に
と
っ
て
問
題
な
の
は
、
ど
う
し
て
自
分
の
よ
う
な
惨
め

な
存
在
が
生
き
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
問
い
の
先
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
ふ
と
無
意
識
に
口
に
し
て
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そ

し
や
く

い
た
羽
虫
や
甲
虫
の
こ
と
が
気
に
か
か
る
。
そ
し
て
自
分
の
惨
め
さ
を
感
じ
つ
つ
も
、
無
意
識
に
そ
れ
を
咀
嚼
し
て
し
ま
っ
て
い
る
自
分
に
対
し「
せ

な
か
が
ぞ
っ
と
し
た
」「
思
ひ
」を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

よ
く
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
は
な
し
は
食
物
連
鎖
の
議
論
の
よ
う
に
み
え
る
。
確
か
に
表
面
的
に
は
そ
う
読
め
る
だ
ろ
う
。
だ
が
よ
だ
か
は
、
実

は
ま
だ
自
分
が
羽
虫
を
食
べ
る
こ
と
が
つ
ら
い
の
か
、
自
分
が
鷹
に
食
べ
ら
れ
る
こ
と
が
つ
ら
い
の
か
、
た
ん
に
惨
め
な
存
在
で
あ
る
自
ら
が
食
べ
物

を
殺
し
て
咀
嚼
す
る
こ
と
が
つ
ら
い
の
か
判
然
と
理
解
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
む
し
ろ
、
主
題
と
し
て
い
え
ば
、
ま
ず
は
食
べ
な
い
こ
と

の
選
択
、
つ
ま
り
は
断
食
に
つ
な
が
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
最
終
的
な
星
へ
の
昇
華
と
い
う
宮
沢
独
特
の
ス
ト
ー

リ
ー
性
が
ひ
ら
か
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。

こ
こ
で
宮
沢
は
、
食
物
連
鎖
か
ら
の
解
放
と
い
う（
仏
教
理
念
と
し
て
充
分
に
想
定
さ
れ
る
）事
態
だ
け
を
と
り
だ
す
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
こ
で

み
い
だ
さ
れ
る
の
は
、
心
が
�
キ
ズ
つ
い
た
よ
だ
か
が
、
そ
れ
で
も
な
お
羽
虫
を
食
べ
る
と
い
う
行
為
を
無
意
識
の
う
ち
に
な
し
て
い
る
こ
と
に
気

が
つ
き「
せ
な
か
が
ぞ
っ
と
し
た
」「
思
ひ
」を
も
つ
と
い
う
一
点
だ
け
に
あ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
Ｂ
人
間
で
あ
る（
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
同

時
に
よ
だ
か
で
も
あ
る
）わ
れ
わ
れ
す
べ
て
が
共
有
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
こ
の
思
い
を
昇
華
さ
せ
る
た
め
に
は
、
数
億
年
数
兆
年
彼
方
の

星
に
、
自
ら
を
変
容
さ
せ
て
い
く
こ
と
し
か
解
決
策
は
な
い
の
で
あ
る
。

ひ

が
き
た
つ

や

（
檜
垣
立
哉『
食
べ
る
こ
と
の
哲
学
』に
よ
る
）

【
文
章
Ⅱ
】

次
の
文
章
は
、
人
間
に
食
べ
ら
れ
た
豚
肉（
あ
な
た
）の
視
点
か
ら「
食
べ
る
」こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
た
文
章
で
あ
る
。

長
い
旅
の
す
え
に
、
あ
な
た
は
、
い
よ
い
よ
、
人
間
の
口
の
な
か
に
入
る
準
備
を
整
え
ま
す
。
箸
で
挟
ま
れ
た
あ
な
た
は
、
ま
っ
た
く
抵
抗
で
き
ぬ

か

ま
ま
に
口
に
運
ば
れ
、
ア
ミ
ラ
ー
ゼ
の
入
っ
た
唾
液
を
た
っ
ぷ
り
か
け
ら
れ
、
舌
に
な
ぶ
ら
れ
、
硬
い
歯
に
よ
っ
て
噛
み
切
ら
れ
、
す
り
潰
さ
れ
ま

す
。
そ
の
あ
と
、
歯
の
隙
間
に
残
っ
た
わ
ず
か
な
分
身
に
別
れ
を
告
げ
、
食
道
を
通
っ
て
胃
袋
に
入
り
、
酸
の
海
の
な
か
で
ド
ロ
ド
ロ
に
な
り
ま
す
。

す
い
え
き

十
二
指
腸
で
も
膵
液
と
胆
汁
が
流
れ
込
み
消
化
を
ア
シ
ス
ト
し
、
小
腸
に
た
ど
り
着
き
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
小
腸
の
運
動
に
よ
っ
て
あ
な
た
は
前
後
左
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、 発 す で り 、 メ
い 化 。 す か 脂 ー
よ す そ 。 た 肪 ト
い る の 大 ち を ル 
よ の 微 腸 を 脂 に 
あ で 生 に 変 肪 及 
な 、 物 は え 酸 ぶ 
た 小 た 消 て と チ 
は さ ち 化 大 グ ュ 
便 い が 酵 腸 リ ー
に 頃 あ 素 に セ ブ
な か な は た リ を
っ ら た あ ど ン く
て 繊 を り り に ね 

右
に
も
ま
れ
な
が
ら
、
六

く
ね
旅
し
ま
す
。
そ
の
あ
い
だ
、
小
腸
に
出
さ
れ
る
消
化
酵
素
に
よ
っ
て
、
炭
水
化
物

が
ブ
ド
ウ
糖
や
麦
芽
糖
に

分
解
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
腸
に
吸
収
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
ほ
と
ん
ど
の
栄
養
を
吸
い
取
ら

れ
た
あ
な
た
は
、
す
っ
か

着
き
ま
す
。

す

大
腸
は
面
白
い
と
こ
ろ

ま
せ
ん
。
そ
の
か
わ
り
に
無
数
の
微
生
物
が
棲
ん
で
い
る
の
で
す
。
人
間
は
、
微
生
物

の
集
合
住
宅
で
も
あ
り
ま

�
襲
い
、
あ
な
た
の
な
か
に
あ
る
繊
維
を
発
酵
さ
せ
ま
す
。
繊
維
が
あ
れ
ば
あ
る
ほ

ど
、
大
腸
の
微
生
物
は
活

維
を
た
っ
ぷ
り
含
む
ニ
ン
ジ
ン
や
レ
ン
コ
ン
な
ど
の
根
菜
を
食
べ
る
よ
う
に
言
わ
れ
て

こ
う
も
ん

い
る
の
で
す
。
そ
う
し
て

肛
門
か
ら
ト
イ
レ
の
中
へ
と
ダ
イ
ビ
ン
グ
し
ま
す
。
こ
う
し
て
、
下
水
の
旅
を
あ
な
た

は
始
め
る
の
で
す
。

こ
う
考
え
る
と
、
食
べ
も
の
は
、
人
間
の
か
ら
だ
の
な
か
で
、
急
に
変
身
を
�
ト
げ
る
の
で
は
な
く
、
ゆ
っ
く
り
、
じ
っ
く
り
と
時
間
を
か
け
、

徐
々
に
変
わ
っ
て
い
く
の
で
あ
り
、
ど
こ
ま
で
が
食
べ
も
の
で
あ
り
、
ど
こ
か
ら
が
食
べ
も
の
で
な
い
の
か
に
つ
い
て
決
め
る
の
は
と
て
も
難
し
い
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

答
え
は
み
な
さ
ん
で
考
え
て
い
た
だ
く
と
し
て
、
二
つ
の
極
端
な
見
方
を
示
し
て
、
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
つ
目
は
、
人
間
は「
食
べ
て
」な
ど
い
な
い
と
い
う
見
方
で
す
。
食
べ
も
の
は
、
口
に
入
る
ま
え
は
、
塩
や
人
工
調
味
料
な
ど
一
部
の
例
外
を
除
い

て
す
べ
て
生
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
死
骸
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
人
間
を
通
過
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
考
え
る
こ
と
も
け
っ
し
て
言
い
す
ぎ
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
人
間
は
、
生
命
の
循
環
の
通
過
点
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
地
球
全
体
の
生
命
活
動
が
う
ま
く
回
転
す
る
よ
う
に
食
べ
さ
せ
ら
れ
て
い

る
、
と
考
え
て
い
る
こ
と
で
す
。

二
つ
目
は
、
肛
門
か
ら
出
て
、
ト
イ
レ
に
流
さ
れ
、
下
水
管
を
通
っ
て
、
下
水
処
理
場
で
微
生
物
の
力
を
借
り
て
分
解
さ
れ
、
海
と
土
に
戻
っ
て
い

き
、
そ
こ
か
ら
ま
た
微
生
物
が
発
生
し
て
、
そ
れ
を
魚
や
虫
が
食
べ
、
そ
の
栄
養
素
を
用
い
て
植
物
が
成
長
し
、
そ
の
植
物
や
魚
を
ま
た
動
物
や
人
間

が
食
べ
る
、
と
い
う
循
環
の
プ
ロ
セ
ス
と
捉
え
る
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
ず
っ
と
食
べ
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。
世
の
中
は
食
べ
も
の
で
満
た
さ

れ
て
い
て
、
食
べ
も
の
は
、
生
き
も
の
の
死
に
よ
っ
て
、
つ
ぎ
の
生
き
も
の
に
生
を
�
与
え
る
バ
ト
ン
リ
レ
ー
で
あ
る
。
し
か
も
、
バ
ト
ン
も
走
者
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も
無
数
に
増
え
る
バ
ト
ン
リ
レ
ー
。
誰
の
口
に
入
る
か
は
別
と
し
て
、
人
間
を
通
過
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。

ど
ち
ら
も
極
端
で
、
ど
ち
ら
も
間
違
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
Ｃ
二
つ
と
も
似
て
い
る
と
こ
ろ
さ
え
あ
り
ま
す
。
死
ぬ
の
が
わ
か
っ
て
い

る
の
に
生
き
続
け
る
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
質
問
に
も
ど
こ
か
で
関
わ
っ
て
き
そ
う
な
気
配
も
あ
り
ま
す
ね
。

ふ
じ
は
ら
た
つ

し

（
藤
原
辰
史『
食
べ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
』に
よ
る
）

（２１０１―８）― ８ ―



問
１

次
の
�
・
�
の
問
い
に
答
え
よ
。

�

傍
線
部
�
・
�
・
�
に
相
当
す
る
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
次
の
各
群
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。
解
答
番
号

は

１

〜

３

。

�

カ
ジ
ョ
ウ

１

�������
�

ジ
ョ
ウ
チ
ョ
ウ
な
文
章

	

予
算
の
ジ
ョ
ウ
ヨ
金




汚
れ
を
ジ
ョ
ウ
カ
す
る

�

ジ
ョ
ウ
キ
を
逸
す
る

�

キ
ズ
つ
い
た

２

�������
�

入
会
を
カ
ン
シ
ョ
ウ
す
る

	

音
楽
を
カ
ン
シ
ョ
ウ
す
る




カ
ン
シ
ョ
ウ
的
な
気
分
に
な
る

�

箱
に
カ
ン
シ
ョ
ウ
材
を
詰
め
る

�

ト
げ
る

３

�������
�

過
去
の
事
例
か
ら
ル
イ
ス
イ
す
る

	

キ
ッ
ス
イ
の
江
戸
っ
子




マ
ス
イ
を
か
け
る

�

計
画
を
カ
ン
ス
イ
す
る

（２１０１―９）― ９ ―



�

傍
線
部
�
・
�
と
は
異
な
る
意
味
を
持
つ
も
の
を
、
次
の
各
群
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

４

・

５

。

�

襲
い

４

�������
�

ヤ
襲

�

セ
襲

�

キ
襲

�

ラ
イ
襲

�

与
え
る

５

�������
�

キ
ョ
ウ
与

�

ゾ
ウ
与

�

カ
ン
与

�

ジ
ュ
与

（２１０１―１０）― １０ ―



問
２

傍
線
部
Ａ「
こ
こ
か
ら
よ
だ
か
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
思
考
を
展
開
し
て
い
く
」と
あ
る
が
、
筆
者
は
よ
だ
か
の
思
考
の
展
開
を
ど
の
よ
う
に
捉
え

て
い
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

６

。

�

よ
だ
か
は
、
生
き
る
意
味
が
見
い
だ
せ
な
い
ま
ま
に
羽
虫
や
甲
虫
を
殺
し
て
食
べ
て
い
る
こ
と
に
苦
悩
し
、
現
実
の
世
界
か
ら
消
え
て
し

ま
お
う
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。

�

よ
だ
か
は
、
み
な
に
さ
げ
す
ま
れ
る
ば
か
り
か
つ
い
に
は
鷹
に
殺
さ
れ
て
し
ま
う
境
遇
を
悲
観
し
、
彼
方
の
世
界
へ
旅
立
と
う
と
考
え
る

よ
う
に
な
る
。

�

よ
だ
か
は
、
羽
虫
や
甲
虫
を
殺
し
た
自
分
が
鷹
に
殺
さ
れ
る
と
い
う
弱
肉
強
食
の
関
係
を
嫌
悪
し
、
不
条
理
な
世
界
を
拒
絶
し
よ
う
と
考

え
る
よ
う
に
な
る
。

�

よ
だ
か
は
、
他
者
を
犠
牲
に
し
て
生
き
る
な
か
で
自
分
の
存
在
自
体
が
疑
わ
し
い
も
の
と
な
り
、
新
し
い
世
界
を
目
指
そ
う
と
考
え
る
よ

う
に
な
る
。

�

よ
だ
か
は
、
鷹
に
お
び
や
か
さ
れ
な
が
ら
も
羽
虫
や
甲
虫
を
食
べ
続
け
て
い
る
と
い
う
矛
盾
を
解
消
で
き
ず
、
遠
く
の
世
界
で
再
生
し
よ

う
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。

（２１０１―１１）― １１ ―



問
３

傍
線
部
Ｂ「
人
間
で
あ
る（
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
同
時
に
よ
だ
か
で
も
あ
る
）わ
れ
わ
れ
す
べ
て
が
共
有
す
る
も
の
で
は
な
い
か
」と
あ
る
が
、
そ
れ

は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

７

。

�

存
在
理
由
を
喪
失
し
た
自
分
が
、
動
物
の
弱
肉
強
食
の
世
界
で
い
つ
か
犠
牲
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
気
づ
き
、
自
己
の
無
力
さ
に
落
胆

す
る
と
い
う
こ
と
。

�

生
き
る
こ
と
に
疑
念
を
抱
い
て
い
た
自
分
が
、
意
図
せ
ず
に
他
者
の
生
命
を
奪
っ
て
生
き
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
自
己
に
対
す
る
強
烈

な
違
和
感
を
覚
え
る
と
い
う
こ
と
。

�

存
在
を
否
定
さ
れ
て
い
た
自
分
が
、
無
意
識
の
う
ち
に
他
者
の
生
命
に
依
存
し
て
い
た
こ
と
に
気
づ
き
、
自
己
を
変
え
よ
う
と
覚
悟
す
る

と
い
う
こ
と
。

�

理
不
尽
な
扱
い
に
打
ち
の
め
さ
れ
て
い
た
自
分
が
、
他
者
の
生
命
を
無
自
覚
に
奪
っ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
き
、
自
己
の
罪
深
さ
に
動
揺
す

る
と
い
う
こ
と
。

�

惨
め
さ
か
ら
逃
れ
た
い
と
も
が
い
て
い
た
自
分
が
、
知
ら
な
い
ま
ま
に
弱
肉
強
食
の
世
界
を
支
え
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
き
、
自

己
の
身
勝
手
さ
に
絶
望
す
る
と
い
う
こ
と
。

（２１０１―１２）― １２ ―



問
４

傍
線
部
Ｃ「
二
つ
と
も
似
て
い
る
と
こ
ろ
さ
え
あ
り
ま
す
」と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
点
で
似
て
い
る
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の

を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

８

。

�

人
間
の
消
化
過
程
を
中
心
と
す
る
見
方
で
は
な
く
、
微
生
物
の
活
動
と
生
物
の
排
泄
行
為
か
ら
生
命
の
再
生
産
を
捉
え
て
い
る
点
。

�

人
間
の
生
命
維
持
を
中
心
と
す
る
見
方
で
は
な
く
、
別
の
生
き
も
の
へ
の
命
の
受
け
渡
し
と
し
て
食
べ
る
行
為
を
捉
え
て
い
る
点
。

�

人
間
の
食
べ
る
行
為
を
中
心
と
す
る
見
方
で
は
な
く
、
食
べ
ら
れ
る
側
の
視
点
か
ら
消
化
と
排
泄
の
重
要
性
を
捉
え
て
い
る
点
。

�

人
間
の
生
と
死
を
中
心
と
す
る
見
方
で
は
な
く
、
地
球
環
境
の
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
食
べ
る
こ
と
の
価
値
を
捉
え
て
い
る
点
。

�

人
間
の
栄
養
摂
取
を
中
心
と
す
る
見
方
で
は
な
く
、
多
様
な
微
生
物
の
働
き
か
ら
消
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
捉
え
て
い
る
点
。

（２１０１―１３）― １３ ―



問
５

【
文
章
Ⅱ
】の
表
現
に
関
す
る
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

９

。

�

豚
肉
を「
あ
な
た
」と
見
立
て
る
と
と
も
に
、
食
べ
ら
れ
る
生
き
も
の
の
側
の
心
情
を
印
象
的
に
表
現
す
る
こ
と
で
、
無
機
的
な
消
化
過
程

に
感
情
移
入
を
促
す
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

�

豚
肉
を「
あ
な
た
」と
見
立
て
る
と
と
も
に
、
消
化
酵
素
と
微
生
物
と
が
協
同
し
て
食
べ
も
の
を
分
解
す
る
様
子
を
比
喩
的
に
表
現
す
る
こ

と
で
、
消
化
器
官
の
働
き
を
厳
密
に
描
い
て
い
る
。

�

豚
肉
を「
あ
な
た
」と
見
立
て
る
と
と
も
に
、
食
べ
も
の
が
消
化
器
官
を
通
過
し
て
い
く
状
況
を
擬
態
語
を
用
い
て
表
現
す
る
こ
と
で
、
食

べ
る
こ
と
の
特
殊
な
仕
組
み
を
筋
道
立
て
て
説
明
し
て
い
る
。

�

豚
肉
を「
あ
な
た
」と
二
人
称
で
表
し
な
が
ら
、
比
喩
を
多
用
し
て
消
化
過
程
を
表
現
す
る
こ
と
で
、
生
き
も
の
が
他
の
生
物
の
栄
養
に
な

る
ま
で
の
流
れ
を
軽
妙
に
説
明
し
て
い
る
。

�

豚
肉
を「
あ
な
た
」と
二
人
称
で
表
し
な
が
ら
、
生
き
も
の
が
消
化
器
官
で
か
た
ち
を
変
え
て
物
質
に
な
る
さ
ま
を
誇
張
し
て
表
現
す
る
こ

と
で
、
消
化
の
複
雑
な
過
程
を
鮮
明
に
描
い
て
い
る
。

（２１０１―１４）― １４ ―



問
６

Ｍ
さ
ん
は
授
業
で【
文
章
Ⅰ
】と【
文
章
Ⅱ
】を
読
ん
で「
食
べ
る
」こ
と
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
整
理
す
る
た
め
、
次
の
よ
う
な【
メ
モ
】を
作
成

し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
後
の
�
・
�
の
問
い
に
答
え
よ
。

【
メ
モ
】

〈
�
〉

共
通
す
る
要
素
��
ど
ち
ら
も「
食
べ
る
」こ
と
と
生
命
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

��

⇦

〈
�
〉
「
食
べ
る
」こ
と
に
つ
い
て
の
捉
え
方
の
違
い

【
文
章
Ⅰ
】

��

Ｘ

��

【
文
章
Ⅱ
】

��「
食
べ
る
」こ
と
は
、
生
物
を
地
球
全
体
の
生
命
活
動
に
組
み
込
む
も
の
で
あ
る
。

��

⇦

〈
�
〉

ま
と
め

��

Ｙ

��

（２１０１―１５）― １５ ―



�

Ｍ
さ
ん
は〈
�
〉を
踏
ま
え
て〈
�
〉を
整
理
し
た
。
空
欄

Ｘ

に
入
る
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選

べ
。
解
答
番
号
は

１０

。

�

「
食
べ
る
」こ
と
は
、
弱
者
の
生
命
の
尊
さ
を
意
識
さ
せ
る
行
為
で
あ
る
。

�

「
食
べ
る
」こ
と
は
、
自
己
の
生
命
を
否
応
な
く
存
続
さ
せ
る
行
為
で
あ
る
。

�

「
食
べ
る
」こ
と
は
、
意
図
的
に
他
者
の
生
命
を
奪
う
行
為
で
あ
る
。

�

「
食
べ
る
」こ
と
は
、
食
物
連
鎖
か
ら
生
命
を
解
放
す
る
契
機
と
な
る
行
為
で
あ
る
。

（２１０１―１６）― １６ ―



�

Ｍ
さ
ん
は〈
�
〉〈
�
〉を
踏
ま
え
て「〈
�
〉ま
と
め
」を
書
い
た
。
空
欄

Ｙ

に
入
る
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か

ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

１１

。

�

他
者
の
犠
牲
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
よ
だ
か
の
苦
悩
は
、
生
命
の
相
互
関
係
に
お
け
る
多
様
な
現
象
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し

見
方
を
変
え
れ
ば
、
自
他
の
生
を
昇
華
さ
せ
る
行
為
は
、
地
球
全
体
の
生
命
活
動
を
円
滑
に
動
か
す
た
め
に
欠
か
せ
な
い
要
素
で
あ
る
と

も
考
え
ら
れ
る
。

�

苦
悩
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
に
よ
だ
か
が
飢
え
て
死
の
う
と
す
る
こ
と
は
、
生
命
が
本
質
的
に
は
食
べ
て
な
ど
い
な
い
と
い
う
指
摘
に

通
じ
る
。
し
か
し
見
方
を
変
え
れ
ば
、
地
球
全
体
の
生
命
活
動
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
食
べ
る
こ
と
の
認
識
を
改
め
る
必
要
が
あ
る
と

も
考
え
ら
れ
る
。

	

無
意
識
に
よ
だ
か
が
羽
虫
や
甲
虫
を
食
べ
て
し
ま
う
行
為
に
は
、
地
球
全
体
の
生
命
活
動
を
循
環
さ
せ
る
重
要
な
意
味
が
あ
る
。
し
か

し
見
方
を
変
え
れ
ば
、
一
つ
一
つ
の
生
命
が
も
っ
て
い
る
生
き
る
こ
と
へ
の
衝
動
こ
そ
が
、
循
環
の
プ
ロ
セ
ス
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
と

も
考
え
ら
れ
る
。

�

他
者
に
対
し
て
よ
だ
か
が
支
配
者
と
な
り
う
る
食
物
連
鎖
の
関
係
は
、
命
の
バ
ト
ン
リ
レ
ー
の
な
か
で
解
消
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
見
方
を
変
え
れ
ば
、
地
球
全
体
の
生
命
活
動
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
は
、
食
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
序
列
が
不
可
欠
で
あ
る
と

も
考
え
ら
れ
る
。

（２１０１―１７）― １７ ―



く
ろ

い

せ
ん

じ

第
２
問

次
の
文
章
は
、
黒
井
千
次「
庭
の
男
」（
一
九
九
一
年
発
表
）の
一
節
で
あ
る
。「
私
」は
会
社
勤
め
を
終
え
、
自
宅
で
過
ご
す
こ
と
が
多
く
な
っ

て
い
る
。
隣
家（
大
野
家
）の
庭
に
息
子
の
た
め
の
プ
レ
ハ
ブ
小
屋
が
建
ち
、
そ
こ
に
立
て
か
け
ら
れ
た
看
板
に
描
か
れ
た
男
が
、「
私
」の
自
宅
の
ダ
イか

ニ
ン
グ
キ
チ
ン（
キ
ッ
チ
ン
）か
ら
見
え
る
。
そ
の
存
在
が
徐
々
に
気
に
な
り
は
じ
め
た「
私
」は
、
看
板
の
こ
と
を
妻
に
相
談
す
る
な
か
で
、
自
分
が
案

か

し

す
ず
め

山
子
を
ど
け
て
く
れ
と
頼
ん
で
い
る
雀
の
よ
う
だ
と
感
じ
て
い
た
。
以
下
は
そ
れ
に
続
く
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
問
い（
問
１
〜
５
）に

答
え
よ
。（
配
点

５０
）

た
て立
看
板
を
な
ん
と
か
す
る
よ
う
裏
の
家
の
息
子
に
頼
ん
で
み
た
ら
、
と
い
う
妻
の
示
唆
を
、
私
は
大
真
面
目
で
受
け
止
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ

お
ち

つ

た
。
落
着
い
て
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
の
理
由
を
中
学
生
か
そ
こ
ら
の
少
年
に
ど
う
説
明
す
れ
ば
よ
い
の
か
見
当
も
つ
か
な
い
。
相
手
は
看
板
を
案
山
子

な
ど
と
は
夢
に
も
思
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
雀
の
論
理
は
通
用
す
ま
い
。
た
だ
あ
の
時
は
、
妻
が
私
の
側
に
立
っ
て
く
れ
た
こ
と
に
救
わ
れ
、
気

に
ら

持
ち
が
楽
に
な
っ
た
だ
け
の
話
だ
っ
た
。
い
や
そ
れ
以
上
に
、
男
と
睨
み
合
っ
た
時
、
な
ん
だ
、
お
前
は
案
山
子
で
は
な
い
か
、
と
言
っ
て
や
る
僅
か

な
ゆ
と
り
が
生
れ
る
ほ
ど
の
力
に
は
な
っ
た
。
裏
返
さ
れ
れ
ば
そ
れ
ま
で
だ
ぞ
、
と
窓
の
中
か
ら
毒
突
く
の
は
、
一
方
的
に
見
詰
め
ら
れ
る
の
み
の
関

係
に
比
べ
れ
ば
ま
だ
ま
し
だ
っ
た
と
い
え
る
。

つ
か

し
か
し
実
際
に
は
、
看
板
を
裏
返
す
手
立
て
が
摑
め
ぬ
限
り
、
い
く
ら
毒
突
い
て
も
所
詮
空
威
張
り
に
過
ぎ
ぬ
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
裏
の

み

す
か

た

や

男
は
、
私
の
そ
ん
な
焦
り
を
見
透
し
た
か
の
よ
う
に
、
前
に
も
ま
し
て
帽
子
の
広
い
つ
ば
の
下
の
眼
に
暗
い
光
を
溜
め
、
こ
ち
ら
を
凝
視
し
て
止
ま
な

か
っ
た
。
流
し
の
窓
の
前
に
立
た
ず
と
も
、
あ
の
男
が
見
て
い
る
、
と
の
感
じ
は
肌
に
伝
わ
っ
た
。
暑
い
の
を
我
慢
し
て
南
側
の
子
供
部
屋
で
本
を
読

ん
だ
り
し
て
い
る
と
、
す
ぐ
隣
の
居
間
に
男
の
視
線
の
気
配
を
覚
え
た
。
そ
う
な
る
と
、
本
を
伏
せ
て
わ
ざ
わ
ざ
ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
チ
ン
ま
で
出
向
き
、

あ
の
男
が
い
つ
も
と
同
じ
場
所
に
立
っ
て
い
る
の
を
確
か
め
る
ま
で
落
着
け
な
か
っ
た
。

隣
の
家
に
電
話
を
か
け
、
親
に
事
情
を
話
し
て
看
板
を
ど
う
に
か
し
て
も
ら
う
、
と
い
う
手
も
考
え
た
。
少
年
の
頭
越
し
の
そ
ん
な
手
段
は
フ
ェ
ア

で
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
の
意
識
も
働
い
た
し
、
そ
の
前
に
親
を
納
得
さ
せ
る
自
信
が
な
い
。
も
し
も
納
得
せ
ぬ
ま
ま
、
た
だ
こ
ち
ら
と
の
い
ざ
こ
ざ
を

避
け
る
た
め
に
親
が
看
板
を
除
去
し
て
く
れ
た
と
し
て
も
、
相
手
の
内
に
い
か
な
る
疑
惑
が
芽
生
え
る
か
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
あ
の
家
に
は
頭
の

（２１０１―１８）― １８ ―



う
わ
さ

お
か
し
な
人
間
が
住
ん
で
い
る
、
そ
ん
な
噂
を
立
て
ら
れ
る
の
は
恐
ろ
し
か
っ
た
。

あ
る
夕
暮
れ
、
そ
れ
は
妻
が
家
に
居
る
日
だ
っ
た
が
、
日
が
沈
ん
で
外
が
少
し
涼
し
く
な
っ
た
頃
、
散
歩
に
行
く
ぞ
、
と
裏
の
男
に
眼
で
告
げ
て
玄

関
を
出
た
。
家
を
離
れ
て
少
し
歩
い
た
時
、
町
会
の
掲
示
板
の
あ
る
角
を
曲
っ
て
来
る
人
影
に
気
が
つ
い
た
。
迷
彩
色
の
シ
ャ
ツ
を
だ
ら
し
な
く
ジ
ー

う
つ
む

パ
ン
の
上
に
出
し
、
俯
き
か
げ
ん
に
道
の
端
を
の
ろ
の
ろ
と
近
づ
い
て
来
る
。
ま
だ
育
ち
切
ら
ぬ
柔
ら
か
な
骨
格
と
、
無
理
に
背
伸
び
し
た
身
な
り
と

の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
組
合
せ
が
お
か
し
か
っ
た
。
細
い
首
に
支
え
ら
れ
た
坊
主
頭
が
ふ
と
上
り
、
ま
た
す
ぐ
に
伏
せ
ら
れ
た
。
Ａ
隣
の
少
年
だ
、
と

思
う
と
同
時
に
、
私
は
ほ
と
ん
ど
無
意
識
の
よ
う
に
道
の
反
対
側
に
移
っ
て
彼
の
前
に
立
っ
て
い
た
。

「
ち
ょ
っ
と
」

お
び

ど
ま

う
な
ず

し

ぐ
さ

声
を
掛
け
ら
れ
た
少
年
は
怯
え
た
表
情
で
立
ち
止
り
、
そ
れ
が
誰
か
わ
か
る
と
小
さ
く
頷
く
仕
種
で
頭
だ
け
下
げ
、
私
を
避
け
て
通
り
過
ぎ
よ
う
と

し
た
。

「
庭
の
プ
レ
ハ
ブ
は
君
の
部
屋
だ
ろ
う
」

も

か
す

何
か
曖
昧
な
母
音
を
洩
ら
し
て
彼
は
微
か
に
頷
い
た
。

「
あ
そ
こ
に
立
て
か
け
て
あ
る
の
は
、
映
画
の
看
板
か
い
」

細
い
眼
が
閉
じ
ら
れ
る
ほ
ど
細
く
な
っ
て
、
警
戒
の
色
が
顔
に
浮
か
ん
だ
。

「
素
敵
な
絵
だ
け
ど
さ
、
う
ち
の
台
所
の
窓
の
真
正
面
に
な
る
ん
だ
。
置
い
て
あ
る
だ
け
な
ら
、
あ
の
オ
ジ
サ
ン
を
横
に
移
す
か
、
裏
返
し
に
す
る

か

」

そ
び

そ
こ
ま
で
言
い
か
け
る
と
、
相
手
は
肩
を
聳
や
か
す
身
振
り
で
歩
き
出
そ
う
と
し
た
。

「
待
っ
て
く
れ
よ
、
頼
ん
で
い
る
ん
だ
か
ら
」

肩
越
し
に
振
り
返
る
相
手
の
顔
は
無
表
情
に
近
か
っ
た
。

「
も
し
も
さ

」

追
お
う
と
し
た
私
を
振
り
切
っ
て
彼
は
急
ぎ
も
せ
ず
に
離
れ
て
行
く
。

（２１０１―１９）― １９ ―



「
ジ
ジ
イ

」

吐
き
捨
て
る
よ
う
に
彼
の
俯
い
た
ま
ま
低
く
叫
ぶ
声
が
は
っ
き
り
聞
え
た
。
少
年
の
姿
が
大
野
家
の
石
の
門
に
吸
い
込
ま
れ
る
ま
で
、
私
は
そ
こ
に

立
っ
た
ま
ま
見
送
っ
て
い
た
。

ろ
く

ひ
ど
く
後
味
の
悪
い
夕
刻
の
出
来
事
を
、
私
は
妻
に
知
ら
れ
た
く
な
か
っ
た
。
少
年
か
ら
見
れ
ば
我
が
身
が
碌
な
勤
め
先
も
持
た
ぬ
ジ
ジ
イ
で
あ
る

つ
く

こ
と
に
間
違
い
は
な
か
っ
た
ろ
う
が
、
一
応
は
礼
を
尽
し
て
頼
ん
で
い
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
中
学
生
の
餓
鬼
に
そ
れ
を
無
視
さ
れ
、
罵
ら
れ

い
や

た
の
は
身
に
応
え
た
。
Ｂ
身
体
の
底
を
殴
ら
れ
た
よ
う
な
厭
な
痛
み
を
少
し
で
も
和
ら
げ
る
た
め
に
、
こ
ち
ら
の
申
し
入
れ
が
理
不
尽
な
も
の
で
あ

い
わ

り
、
相
手
の
反
応
は
無
理
も
な
か
っ
た
の
だ
、
と
考
え
て
み
よ
う
と
も
し
た
。
謂
れ
も
な
い
内
政
干
渉
と
し
て
彼
が
憤
る
気
持
ち
も
わ
か
ら
ぬ
で
は
な

か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
な
ら
、
彼
は
面
を
上
げ
て
私
の
申
し
入
れ
を
拒
絶
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
だ
。
所
詮
当
方
は
雀
の
論
理
し
か
持
ち
合
わ
せ
ぬ
の
だ

さ
が

か
ら
、
黙
っ
て
引
き
下
る
し
か
な
い
わ
け
だ
。
そ
の
方
が
私
も
ま
だ
救
わ
れ
た
ろ
う
。

す
て
ぜ

り

ふ

は
る

と
し

無
視
と
捨
台
詞
に
も
似
た
罵
言
と
は
、
彼
が
息
子
よ
り
も
遥
か
に
歳
若
い
少
年
だ
け
に
、
や
は
り
耐
え
難
か
っ
た
。

す
わ

い
び
き

夜
が
更
け
て
ク
ー
ラ
ー
を
つ
け
た
寝
室
に
妻
が
引
込
ん
で
し
ま
っ
た
後
も
、
私
は
一
人
居
間
の
ソ
フ
ァ
ー
に
坐
り
続
け
た
。
穏
や
か
な
鼾
が
寝
室
の

も

戸
の
隙
間
を
洩
れ
て
来
る
の
を
待
っ
て
か
ら
、
大
型
の
懐
中
電
灯
を
手
に
し
て
ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
チ
ン
の
窓
に
近
づ
い
た
。
も
し
や
、
と
い
う
淡
い
期
待

う
か
が

を
抱
い
て
隣
家
の
庭
を
窺
っ
た
。
手
前
の
木
々
の
葉
越
し
に
プ
レ
ハ
ブ
小
屋
の
影
が
ぼ
う
と
白
く
漂
う
だ
け
で
、
庭
は
闇
に
包
ま
れ
て
い
る
。
網
戸
に

こ
す

あ
か

わ

に
ら

擦
り
つ
け
る
よ
う
に
し
て
懐
中
電
灯
の
明
り
を
と
も
し
た
。
光
の
環
の
中
に
、
き
っ
と
私
を
睨
み
返
す
男
の
顔
が
浮
か
ん
だ
。
闇
に
縁
取
ら
れ
た
そ
の

に
じ

顔
は
肌
に
血
の
色
さ
え
滲
ま
せ
、
昼
間
よ
り
一
層
生
々
し
か
っ
た
。

め

「
馬
鹿
奴
」

つ
ぶ
や
呟
く
声
が
身
体
に
こ
も
っ
た
。
暗
闇
に
立
つ
男
を
罵
っ
て
い
る
の
か
、
夕
刻
の
少
年
に
怒
り
を
ぶ
つ
け
て
い
る
の
か
、
自
ら
を
嘲
っ
て
い
る
の
か
、

自
分
で
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
懐
中
電
灯
を
手
に
し
た
ま
ま
素
早
く
玄
関
を
出
た
。
土
地
ぎ
り
ぎ
り
に
建
て
た
家
の
壁
と
塀
の
間
を
身
体
を
斜
め
に
し

し

ふ
と

か
な

て
す
り
抜
け
る
。
建
築
法
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
識
ら
な
い
が
、
も
う
少
し
肥
れ
ば
通
る
こ
と
の
叶
わ
ぬ
僅
か
な
隙
間
だ
っ
た
。
ラ
ン
ニ
ン
グ
シ
ャ

ツ
一
枚
の
肩
や
腕
に
（
注
）
モ
ル
タ
ル
の
ざ
ら
つ
き
が
痛
か
っ
た
。

（２１０１―２０）― ２０ ―
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�
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い
け
が
き

あ
た

ひ

ば

ま
た

う

か
い

東
隣
と
の
低
い
生
垣
に
突
き
当
り
、
檜
葉
の
間
を
強
引
に
割
っ
て
そ
こ
を
跨
ぎ
越
し
、
我
が
家
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
端
を
迂
回
す
る
と
再
び
大
野
家
と

か

の
生
垣
を
掻
き
分
け
て
裏
の
庭
へ
と
踏
み
込
ん
だ
。
乾
い
た
小
さ
な
音
が
し
て
枝
が
折
れ
た
よ
う
だ
っ
た
が
、
気
に
か
け
る
余
裕
は
な
か
っ
た
。

あ
し
も
と

は

繁
み
の
下
の
暗
が
り
で
一
息
つ
き
、
足
許
か
ら
先
に
懐
中
電
灯
の
光
を
さ
っ
と
這
わ
せ
て
す
ぐ
消
し
た
。
右
手
の
母
屋
も
正
面
の
プ
レ
ハ
ブ
小
屋

か
が

も
、
明
り
は
消
え
て
闇
に
沈
ん
で
い
る
。
身
を
屈
め
た
ま
ま
手
探
り
に
進
み
、
地
面
に
雑
然
と
置
か
れ
て
い
る
小
さ
な
ベ
ン
チ
や
傘
立
て
や
三
輪
車
を

よ
け
て
目
指
す
小
屋
の
横
に
出
た
。

男
は
見
上
げ
る
高
さ
で
そ
こ
に
平
た
く
立
っ
て
い
た
。
光
を
当
て
な
く
と
も
顔
の
輪
郭
は
夜
空
の
下
に
ぼ
ん
や
り
認
め
ら
れ
た
。
そ
ん
な
た
だ
の
板

と
、
窓
か
ら
見
え
る
男
が
同
一
人
物
と
は
到
底
信
じ
難
か
っ
た
。
こ
れ
で
は
あ
の
餓
鬼
に
私
の
言
う
こ
と
が
通
じ
な
か
っ
た
と
し
て
も
無
理
は
な
い
。

ど
う

き

案
山
子
に
と
ま
っ
た
雀
は
こ
ん
な
気
分
が
す
る
だ
ろ
う
か
、
と
動
悸
を
抑
え
つ
つ
も
苦
笑
し
た
。

ぬ

し
か
し
濡
れ
た
よ
う
に
滑
ら
か
な
板
の
表
面
に
触
れ
た
時
、
指
先
に
厭
な
違
和
感
が
走
っ
た
。
そ
れ
が
ベ
ニ
ヤ
板
で
も
紙
で
も
な
く
、
硬
質
の
プ
ラ

は
た

ス
チ
ッ
ク
に
似
た
物
体
だ
っ
た
か
ら
だ
。
思
わ
ず
懐
中
電
灯
を
つ
け
て
み
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
果
し
て
断
面
は
分
厚
い
白
色
で
、
裏
側
に
光
を

と
つ

さ

差
し
入
れ
る
と
そ
こ
に
は
金
属
の
補
強
材
が
縦
横
に
渡
さ
れ
て
い
る
。
人
物
の
描
か
れ
た
表
面
処
理
が
い
か
な
る
も
の
か
ま
で
は
咄
嗟
に
摑
め
な
か
っ

は

か

な

た
が
、
そ
れ
が
単
純
に
紙
を
貼
り
つ
け
た
だ
け
の
代
物
で
は
な
い
ら
し
い
、
と
の
想
像
は
つ
い
た
。
雨
に
打
た
れ
て
果
無
く
消
え
る
ど
こ
ろ
か
、
こ
れ

は
土
に
埋
め
ら
れ
て
も
腐
る
こ
と
の
な
い
し
た
た
か
な
男
だ
っ
た
の
だ
。

そ
れ
を
横
に
ず
ら
す
か
、
道
に
面
し
た
壁
に
向
き
を
変
え
て
立
て
か
け
る
こ
と
は
出
来
ぬ
も
の
か
、
と
持
ち
上
げ
よ
う
と
し
た
。
相
手
は
根
が
生
え

ご
と

た
か
の
如
く
動
か
な
い
。
こ
れ
だ
け
の
厚
み
と
大
き
さ
が
あ
れ
ば
体
重
も
か
な
り
の
も
の
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
力
の
入
れ
や
す
い
手
が
か
り
を
探
ろ

た
ど

と
い

う
と
し
て
看
板
の
縁
を
辿
っ
た
指
が
何
か
に
当
っ
た
。
太
い
針
金
だ
っ
た
。
看
板
の
左
端
に
あ
け
た
穴
を
通
し
て
、
針
金
は
小
屋
の
樋
と
し
っ
か
り
結

ば
れ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
な
右
側
の
針
金
の
先
は
、
壁
に
突
き
出
た
ボ
ル
ト
の
頭
に
巻
き
つ
い
て
い
た
。
そ
の
細
工
が
左
右
に
三
つ
ず
つ
、
六
ヵ
所
に

も

は
や

わ
た
っ
て
施
さ
れ
て
い
る
の
を
確
か
め
る
と
、
最
早
男
を
動
か
す
こ
と
は
諦
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
夕
暮
れ
の
少
年
の
細
め
た
眼
を
思
い
出
し
、
理

や
つ

由
は
わ
か
ら
ぬ
も
の
の
、
Ｃ
あ
奴
は
あ
奴
で
か
な
り
の
覚
悟
で
こ
と
に
臨
ん
で
い
る
の
だ
、
と
認
め
て
や
り
た
い
よ
う
な
気
分
が
よ
ぎ
っ
た
。

（
注
）

モ
ル
タ
ル

セ
メ
ン
ト
と
砂
を
混
ぜ
、
水
で
練
り
合
わ
せ
た
も
の
。
タ
イ
ル
な
ど
の
接
合
や
、
外
壁
の
塗
装
な
ど
に
用
い
る
。

（２１０１―２１）― ２１ ―



問
１

傍
線
部
Ａ「
隣
の
少
年
だ
、
と
思
う
と
同
時
に
、
私
は
ほ
と
ん
ど
無
意
識
の
よ
う
に
道
の
反
対
側
に
移
っ
て
彼
の
前
に
立
っ
て
い
た
。」と
あ
る

が
、「
私
」を
そ
の
よ
う
な
行
動
に
駆
り
立
て
た
要
因
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か

ら
二
つ
選
べ
。
た
だ
し
、
解
答
の
順
序
は
問
わ
な
い
。
解
答
番
号
は

１２

・

１３

。

�

親
が
看
板
を
取
り
除
い
た
と
し
て
も
、
少
年
に
ど
ん
な
疑
惑
が
芽
生
え
る
か
想
像
し
恐
ろ
し
く
思
っ
て
い
た
こ
と
。

�

少
年
を
差
し
置
い
て
親
に
連
絡
す
る
よ
う
な
手
段
は
、
フ
ェ
ア
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
こ
と
。

�

男
と
睨
み
合
っ
た
と
き
、
お
前
は
案
山
子
で
は
な
い
か
と
言
っ
て
や
る
だ
け
の
余
裕
が
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
。

�

男
の
視
線
を
感
じ
る
と
、
男
が
い
つ
も
の
場
所
に
立
っ
て
い
る
の
を
確
か
め
る
ま
で
安
心
で
き
な
か
っ
た
こ
と
。

�

少
年
の
発
育
途
上
の
幼
い
骨
格
と
、
無
理
に
背
伸
び
し
た
身
な
り
と
の
不
均
衡
を
い
ぶ
か
し
く
感
じ
て
い
た
こ
と
。

�

少
年
を
説
得
す
る
方
法
を
思
い
つ
け
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
看
板
を
ど
う
に
か
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
た
こ
と
。

（２１０１―２２）― ２２ ―



問
２

傍
線
部
Ｂ「
身
体
の
底
を
殴
ら
れ
た
よ
う
な
厭
な
痛
み
」と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

１４

。

�

頼
み
ご
と
に
耳
を
傾
け
て
も
ら
え
な
い
う
え
に
、
話
し
か
け
た
際
の
気
遣
い
も
顧
み
ら
れ
ず
一
方
的
に
暴
言
を
浴
び
せ
ら
れ
、
存
在
が
根

底
か
ら
否
定
さ
れ
た
よ
う
に
感
じ
た
こ
と
に
よ
る
、
解
消
し
難
い
不
快
感
。

�

礼
を
尽
く
し
て
頼
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
少
年
か
ら
非
難
さ
れ
、
自
尊
心
が
損
な
わ
れ
た
こ
と
に
加
え
、
そ
の
こ
と
を
妻
に
も
言
え
な
い

ほ
ど
の
汚
点
だ
と
捉
え
た
こ
と
に
よ
る
、
深
い
孤
独
と
屈
辱
感
。

�

分
別
の
あ
る
大
人
と
し
て
交
渉
に
あ
た
れ
ば
、
説
得
で
き
る
と
見
込
ん
で
い
た
歳
若
い
相
手
か
ら
拒
絶
さ
れ
、
常
識
だ
と
信
じ
て
い
た
こ

と
や
経
験
ま
で
も
が
否
定
さ
れ
た
よ
う
に
感
じ
た
こ
と
に
よ
る
、
抑
え
難
い
い
ら
立
ち
。

�

へ
り
く
だ
っ
た
態
度
で
接
し
た
た
め
に
、
少
年
を
増
長
さ
せ
て
し
ま
っ
た
一
連
の
流
れ
を
思
い
返
し
、
看
板
に
つ
い
て
の
交
渉
が
絶
望
的

に
な
っ
た
と
感
じ
た
こ
と
に
よ
る
、
胸
中
を
え
ぐ
ら
れ
る
よ
う
な
癒
し
難
い
無
念
さ
。

�

看
板
に
つ
い
て
悩
む
自
分
に
、
珍
し
く
助
言
し
て
く
れ
た
妻
の
言
葉
を
真
に
受
け
、
幼
さ
の
残
る
少
年
に
対
し
て
一
方
的
な
干
渉
を
し
て

し
ま
っ
た
自
分
の
態
度
に
、
理
不
尽
さ
を
感
じ
た
こ
と
に
よ
る
強
い
失
望
と
後
悔
。

（２１０１―２３）― ２３ ―



問
３

傍
線
部
Ｃ「
あ
奴
は
あ
奴
で
か
な
り
の
覚
悟
で
こ
と
に
臨
ん
で
い
る
の
だ
、
と
認
め
て
や
り
た
い
よ
う
な
気
分
が
よ
ぎ
っ
た
」に
お
け
る「
私
」の

心
情
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

１５

。

�

夜
中
に
隣
家
の
庭
に
忍
び
込
む
に
は
決
意
を
必
要
と
し
た
た
め
、
看
板
を
隣
家
の
窓
に
向
け
て
設
置
し
た
少
年
も
同
様
に
決
意
を
も
っ
て

行
動
し
た
可
能
性
に
思
い
至
り
、
共
感
を
覚
え
た
こ
と
で
、
彼
を
見
直
し
た
い
よ
う
な
気
持
ち
が
心
を
か
す
め
た
。

�

隣
家
の
迷
惑
を
顧
み
る
こ
と
な
く
、
看
板
を
撤
去
し
難
い
ほ
ど
堅
固
に
設
置
し
た
少
年
の
行
動
に
は
、
彼
な
り
の
強
い
思
い
が
込
め
ら
れ

て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
気
づ
き
、
陰
な
が
ら
応
援
し
た
い
よ
う
な
新
た
な
感
情
が
心
を
か
す
め
た
。

�

劣
化
し
に
く
い
素
材
で
作
ら
れ
、
し
っ
か
り
固
定
さ
れ
た
看
板
を
目
の
当
た
り
に
し
た
こ
と
で
、
少
年
が
何
ら
か
の
決
意
を
も
っ
て
そ
れ

を
設
置
し
た
こ
と
を
認
め
、
そ
の
心
構
え
に
つ
い
て
は
受
け
止
め
た
い
よ
う
な
思
い
が
心
を
か
す
め
た
。

�

迷
惑
な
看
板
を
設
置
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
対
応
を
求
め
る
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
撤
去
の
難
し
さ
を
確
認
し
た
こ
と
で
、
こ
の

状
況
を
受
け
入
れ
て
し
ま
っ
た
ほ
う
が
気
が
楽
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
が
心
を
か
す
め
た
。

�

看
板
の
素
材
や
設
置
方
法
を
直
接
確
認
し
、
看
板
に
対
す
る
少
年
の
強
い
思
い
を
想
像
し
た
こ
と
で
、
彼
の
気
持
ち
を
無
視
し
て
一
方
的

に
苦
情
を
申
し
立
て
よ
う
と
し
た
こ
と
を
悔
や
み
、
多
少
な
ら
歩
み
寄
っ
て
も
よ
い
と
い
う
考
え
が
心
を
か
す
め
た
。

（２１０１―２４）― ２４ ―



問
４

本
文
で
は
、
同
一
の
人
物
や
事
物
が
様
々
に
呼
び
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
着
目
し
た
、
後
の
�
・
�
の
問
い
に
答
え
よ
。

�

隣
家
の
少
年
を
示
す
表
現
に
表
れ
る「
私
」の
心
情
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答

番
号
は

１６

。

�

当
初
は
あ
く
ま
で
他
人
と
し
て「
裏
の
家
の
息
子
」と
捉
え
て
い
る
が
、
実
際
に
遭
遇
し
た
少
年
に
未
熟
さ
を
認
め
た
の
ち
に
は
、「
息

子
よ
り
も
遥
か
に
歳
若
い
少
年
」と
表
し
て
我
が
子
に
向
け
る
よ
う
な
親
し
み
を
抱
い
て
い
る
。

�

看
板
へ
の
対
応
を
依
頼
す
る
少
年
に
礼
を
尽
く
そ
う
と
し
て「
君
」と
声
を
か
け
た
が
、
無
礼
な
言
葉
と
態
度
を
向
け
ら
れ
た
こ
と
で
感

情
的
に
な
り
、「
中
学
生
の
餓
鬼
」「
あ
の
餓
鬼
」と
称
し
て
怒
り
を
抑
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

�

看
板
撤
去
の
交
渉
を
す
る
相
手
と
し
て
、
少
年
と
の
や
り
と
り
の
最
中
は
つ
ね
に「
君
」と
呼
ん
で
尊
重
す
る
様
子
を
見
せ
る
一
方
で
、

少
年
の
外
見
や
言
動
に
対
し
て
内
心
で
は「
中
学
生
の
餓
鬼
」「
あ
の
餓
鬼
」と
侮
っ
て
い
る
。

�

交
渉
を
う
ま
く
進
め
る
た
め
に「
君
」と
声
を
か
け
た
が
、
直
接
の
接
触
に
よ
っ
て
我
が
身
の
老
い
を
強
く
意
識
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
で
、

「
中
学
生
の
餓
鬼
」「
息
子
よ
り
も
遥
か
に
歳
若
い
少
年
」と
称
し
て
彼
の
若
さ
を
う
ら
や
ん
で
い
る
。

�

当
初
は
親
の
方
を
意
識
し
て「
裏
の
家
の
息
子
」と
表
し
て
い
た
が
、
実
際
に
遭
遇
し
た
の
ち
に
は
少
年
を
強
く
意
識
し
、「
中
学
生
の

餓
鬼
」「
息
子
よ
り
も
遥
か
に
歳
若
い
少
年
」と
彼
の
年
頃
を
外
見
か
ら
判
断
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

（２１０１―２５）― ２５ ―



�

看
板
の
絵
に
対
す
る
表
現
か
ら
読
み
取
れ
る
、「
私
」の
様
子
や
心
情
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら

一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

１７

。

�

「
私
」は
看
板
を「
裏
の
男
」と
人
間
の
よ
う
に
意
識
し
て
い
る
が
、
少
年
の
前
で
は「
映
画
の
看
板
」と
呼
び
、
自
分
の
意
識
が
露
呈
し
な

い
よ
う
に
工
夫
す
る
。
し
か
し
少
年
が
警
戒
す
る
と
、「
素
敵
な
絵
」と
た
た
え
て
配
慮
を
示
し
た
直
後
に「
あ
の
オ
ジ
サ
ン
」と
無
遠
慮
に

呼
ん
で
お
り
、
余
裕
を
な
く
し
て
表
現
の
一
貫
性
を
失
っ
た
様
子
が
読
み
取
れ
る
。

�

「
私
」は
看
板
に
つ
い
て「
あ
の
男
」「
案
山
子
」と
比
喩
的
に
語
っ
て
い
る
が
、
少
年
の
前
で
は「
素
敵
な
絵
」と
大
げ
さ
に
た
た
え
て
お

り
、
さ
ら
に
、
少
年
が
憧
れ
て
い
る
ら
し
い
映
画
俳
優
へ
の
敬
意
を
全
面
的
に
示
す
よ
う
に「
あ
の
オ
ジ
サ
ン
」と
呼
ん
で
い
る
。
少
年
と

の
交
渉
を
う
ま
く
運
ぼ
う
と
し
て
、
プ
ラ
イ
ド
を
捨
て
て
卑
屈
に
振
る
ま
う
様
子
が
読
み
取
れ
る
。

�

「
私
」は
妻
の
前
で
は
看
板
を「
案
山
子
」と
呼
び
、
単
な
る
物
と
し
て
軽
視
し
て
い
る
が
、
少
年
の
前
で
は「
素
敵
な
絵
」と
た
た
え
、
さ

ら
に「
あ
の
オ
ジ
サ
ン
」と
親
し
み
を
込
め
て
呼
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
少
年
か
ら
拒
絶
の
態
度
を
示
さ
れ
る
と
、「
看
板
の
絵
」「
横
に
移

す
」「
裏
返
し
に
す
る
」と
物
扱
い
し
て
お
り
、
態
度
を
都
合
よ
く
変
え
て
い
る
様
子
が
読
み
取
れ
る
。

�

「
私
」は
看
板
を「
裏
の
男
」「
あ
の
男
」と
人
間
に
見
立
て
て
い
る
が
、
少
年
の
前
で
と
っ
さ
に「
映
画
の
看
板
」「
素
敵
な
絵
」と
表
し
て
し

ま
っ
た
た
め
、
親
し
み
を
込
め
な
が
ら「
あ
の
オ
ジ
サ
ン
」と
呼
び
直
し
て
い
る
。
突
然
訪
れ
た
少
年
と
の
直
接
交
渉
の
機
会
に
動
揺
し
、

看
板
の
絵
を
表
す
る
言
葉
を
見
失
い
慌
て
ふ
た
め
い
て
い
る
様
子
が
読
み
取
れ
る
。

（２１０１―２６）― ２６ ―



問
５

Ｎ
さ
ん
は
、
二
重
傍
線
部「
案
山
子
に
と
ま
っ
た
雀
は
こ
ん
な
気
分
が
す
る
だ
ろ
う
か
、
と
動
悸
を
抑
え
つ
つ
も
苦
笑
し
た
。」に
つ
い
て
理
解

を
深
め
よ
う
と
し
た
。
ま
ず
、
国
語
辞
典
で「
案
山
子
」を
調
べ
た
と
こ
ろ
季
語
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
こ
で
さ
ら
に
、
歳
時
記（
季
語
を

分
類
し
て
解
説
や
例
句
を
つ
け
た
書
物
）か
ら「
案
山
子
」と「
雀
」が
詠
ま
れ
た
俳
句
を
探
し
、
こ
れ
ら
の
内
容
を【
ノ
ー
ト
】に
整
理
し
た
。
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
、
後
の
�
・
�
の
問
い
に
答
え
よ
。

【
ノ
ー
ト
】

●
国
語
辞
典
に
あ
る「
案
山
子
」の
意
味

わ
ら

�
竹
や
藁
な
ど
で
人
の
形
を
造
り
、
田
畑
に
立
て
て
、
鳥
獣
が
寄
る
の
を
お
ど
し
防
ぐ
も
の
。
と
り
お
ど
し
。

季
語
・
秋

。

�
見
か
け
ば
か
り
も
っ
と
も
ら
し
く
て
、
役
に
立
た
な
い
人
。

●
歳
時
記
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

案
山
子
と
雀
の
俳
句

だ

こ
つ

「
案
山
子
立
つ
れ
ば
群
雀
空
に
し
づ
ま
ら
ず
」（
飯
田
蛇
笏
）

「
稲
雀
追
ふ
力
な
き
案
山
子
か
な
」（
高
浜
年
尾
）

そ
れ
が
し

そ
う
ろ
う

「
某
は
案
山
子
に
て
候

雀
殿
」（
夏
目
漱
石
）

●
解
釈
の
メ
モ


遠
く
に
い
る
案
山
子
に
脅
か
さ
れ
て
雀
が
群
れ
騒
ぐ
風
景
。


雀
を
追
い
払
え
な
い
案
山
子
の
様
子
。


案
山
子
が
雀
に
対
し
て
虚
勢
を
張
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
様
子
。

●「
案
山
子
」と「
雀
」の
関
係
に
注
目
し
、
看
板
に
対
す
る「
私
」の
認
識
を
捉
え
る
た
め
の
観
点
。

・
看
板
を
家
の
窓
か
ら
見
て
い
た
時
の「
私
」↓

Ｘ

・
看
板
に
近
づ
い
た
時
の「
私
」

↓

Ｙ

（２１０１―２７）― ２７ ―



�

Ｎ
さ
ん
は
、「
私
」が
看
板
を
家
の
窓
か
ら
見
て
い
た
時
と
近
づ
い
た
時
に
わ
け
た
う
え
で
、
国
語
辞
典
や
歳
時
記
の
内
容
と
関
連
づ
け
な
が

ら【
ノ
ー
ト
】の
傍
線
部
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
し
た
。
空
欄

Ｘ

と

Ｙ

に
入
る
内
容
の
組
合
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
後

の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

１８

。

�

Ｘ

歳
時
記
の
句

で
は
案
山
子
の
存
在
に
雀
が
ざ
わ
め
い
て
い
る
様
子
で
あ
り
、
国
語
辞
典
の
説
明
�
に
あ
る「
お
ど
し
防

ぐ
」存
在
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
。

�

Ｘ

歳
時
記
の
句

で
は
案
山
子
が
虚
勢
を
張
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
、
国
語
辞
典
の
説
明
�
に
あ
る「
見
か
け
ば
か
り
も
っ

と
も
ら
し
」い
存
在
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
。

	

Ｙ

歳
時
記
の
句

で
は
案
山
子
が
実
際
に
は
雀
を
追
い
払
う
こ
と
が
で
き
ず
、
国
語
辞
典
の
説
明
�
に
あ
る「
見
か
け
ば
か

り
も
っ
と
も
ら
し
」い
存
在
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
。




Ｙ

歳
時
記
の
句

で
は
案
山
子
が
雀
に
対
し
て
自
ら
名
乗
っ
て
み
せ
る
だ
け
で
、
国
語
辞
典
の
説
明
�
に
あ
る「
お
ど
し
防

ぐ
」存
在
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
。

�

Ｘ
―
�

Ｙ
―
	

�

Ｘ
―
�

Ｙ
―



�

Ｘ
―
�

Ｙ
―
	

�

Ｘ
―
�

Ｙ
―



（２１０１―２８）― ２８ ―



�
【
ノ
ー
ト
】を
踏
ま
え
て「
私
」の
看
板
に
対
す
る
認
識
の
変
化
や
心
情
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

１９

。

�

は
じ
め「
私
」は
、
「
某
は
案
山
子
に
て
候
雀
殿
」の
虚
勢
を
張
る「
案
山
子
」の
よ
う
な
看
板
に
近
づ
け
ず
、
家
の
な
か
か
ら
眺
め
て
い

る
だ
け
の
状
態
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
ば
ま
で
近
づ
い
た
こ
と
で
、
看
板
は
�「
見
か
け
ば
か
り
も
っ
と
も
ら
し
」い
も
の
で
あ
る
こ
と

に
気
づ
き
、
こ
れ
ま
で「
た
だ
の
板
」に
こ
だ
わ
り
続
け
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
大
人
げ
な
さ
を
感
じ
て
い
る
。

�

は
じ
め「
私
」は
、
「
稲
雀
追
ふ
力
な
き
案
山
子
か
な
」の「
案
山
子
」の
よ
う
に
看
板
は
自
分
に
危
害
を
加
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い

と
理
解
し
て
い
た
。
し
か
し
、
意
を
決
し
て
裏
の
庭
に
忍
び
込
ん
だ
こ
と
で
、
看
板
の
�「
お
ど
し
防
ぐ
も
の
」と
し
て
の
効
果
を
実
感

し
、
雀
の
立
場
と
し
て「
た
だ
の
板
」に
苦
し
ん
で
い
る
自
分
に
気
恥
ず
か
し
さ
を
感
じ
て
い
る
。

�

は
じ
め「
私
」は
、
自
分
を
監
視
し
て
い
る
存
在
と
し
て
看
板
を
捉
え
、
�「
お
ど
し
防
ぐ
も
の
」と
対
面
す
る
よ
う
な
落
ち
着
か
な
い
状

態
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
お
そ
る
お
そ
る
近
づ
い
て
み
た
こ
と
で
、
「
某
は
案
山
子
に
て
候
雀
殿
」の
よ
う
に
看
板
の
正
体
を
明
確
に
認

識
し
、「
た
だ
の
板
」に
対
す
る
怖
さ
を
克
服
し
え
た
自
分
に
自
信
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
と
感
じ
て
い
る
。

	

は
じ
め「
私
」は
、
�「
と
り
お
ど
し
」の
よ
う
な
脅
す
も
の
と
し
て
看
板
を
と
ら
え
、
そ
の
存
在
の
不
気
味
さ
を
感
じ
て
い
る
状
態
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
暗
闇
に
紛
れ
て
近
づ
い
た
こ
と
に
よ
り
、
実
際
に
は
「
稲
雀
追
ふ
力
な
き
案
山
子
か
な
」の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
こ

と
を
発
見
し
、「
た
だ
の
板
」で
あ
る
看
板
に
心
を
乱
さ
れ
て
い
た
自
分
に
哀
れ
み
を
感
じ
て
い
る
。

�

は
じ
め「
私
」は
、
常
に
自
分
を
見
つ
め
る
看
板
に
対
し
て
「
群
雀
空
に
し
づ
ま
ら
ず
」の「
雀
」の
よ
う
な
心
穏
や
か
で
な
い
状
態
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
ば
に
近
づ
い
て
み
た
こ
と
に
よ
り
、
看
板
は
�「
見
か
け
ば
か
り
も
っ
と
も
ら
し
」い
も
の
で
あ
っ
て
恐
れ
る
に
足

り
な
い
と
わ
か
り
、「
た
だ
の
板
」に
対
し
て
悩
ん
で
き
た
自
分
に
滑
稽
さ
を
感
じ
て
い
る
。
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ご

ふ
か
く
さ

第
３
問

次
の【
文
章
Ⅰ
】は
、
鎌
倉
時
代
の
歴
史
を
描
い
た『
増
鏡
』の
一
節
、【
文
章
Ⅱ
】は
、
後
深
草
院
に
親
し
く
仕
え
る
二
条
と
い
う
女
性
が
書
い

さ
い
ぐ
う

た『
と
は
ず
が
た
り
』の
一
節
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
文
章
も
、
後
深
草
院（
本
文
で
は「
院
」）が
異
母
妹
で
あ
る
前
斎
宮（
本
文
で
は「
斎
宮
」）に
恋
慕
す
る

場
面
を
描
い
た
も
の
で
あ
り
、【
文
章
Ⅰ
】の
内
容
は
、【
文
章
Ⅱ
】の
�
行
目
以
降
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
て
い
る
。【
文
章
Ⅰ
】と【
文
章
Ⅱ
】を
読
ん
で
、

後
の
問
い（
問
１
〜
４
）に
答
え
よ
。
な
お
、
設
問
の
都
合
で【
文
章
Ⅱ
】の
本
文
の
上
に
行
数
を
付
し
て
あ
る
。（
配
点

５０
）

【
文
章
Ⅰ
】

た
ま

院
も
我
が
御
方
に
か
へ
り
て
、
う
ち
や
す
ま
せ
給
へ
れ
ど
、
�
ま
ど
ろ
ま
れ
給
は
ず
。
あ
り
つ
る
御
面
影
、
心
に
か
か
り
て
お
ぼ
え
給
ふ
ぞ
い
と

お
ぼ

わ
り
な
き
。「
（
注
�
）

さ
し
は
へ
て
聞
こ
え
む
も
、
人
聞
き
よ
ろ
し
か
る
ま
じ
。
い
か
が
は
せ
む
」と
思
し
乱
る
。
御
は
ら
か
ら
と
い
へ
ど
、
年
月
よ
そ
に
て
生

ひ
た
ち
給
へ
れ
ば
、
う
と
う
と
し
く
な
ら
ひ
給
へ
る
ま
ま
に
、
Ａ
つ
つ
ま
し
き
御
思
ひ
も
薄
く
や
あ
り
け
む
、
な
ほ
ひ
た
ぶ
る
に
い
ぶ
せ
く
て
や
み

ほ
ん
じ
や
う

な
む
は
、
あ
か
ず
口
惜
し
と
思
す
。
け
し
か
ら
ぬ
御
本
性
な
り
や
。

む
す
め

む
つ

（
注
�
）

な
に
が
し
の
大
納
言
の
女
、
御
身
近
く
召
し
使
ふ
人
、
か
の
（
注
�
）

斎
宮
に
も
、
さ
る
べ
き
ゆ
か
り
あ
り
て
睦
ま
し
く
参
り
な
る
る
を
召
し
寄
せ
て
、

「
な
れ
な
れ
し
き
ま
で
は
思
ひ
寄
ら
ず
。
た
だ
少
し
け
近
き
程
に
て
、
思
ふ
心
の
片
端
を
聞
こ
え
む
。
か
く
折
よ
き
事
も
い
と
難
か
る
べ
し
」

と
Ｂ
せ
ち
に
ま
め
だ
ち
て
の
た
ま
へ
ば
、
い
か
が
た
ば
か
り
け
む
、
夢
う
つ
つ
と
も
な
く
近
づ
き
聞
こ
え
給
へ
れ
ば
、
い
と
心
憂
し
と
思
せ
ど
、
あ

え
か
に
消
え
ま
ど
ひ
な
ど
は
し
給
は
ず
。

【
文
章
Ⅱ
】

斎
宮
は
二
十
に
余
り
給
ふ
。
�
ね
び
と
と
の
ひ
た
る
御
さ
ま
、
（
注
�
）

神
も
な
ご
り
を
慕
ひ
給
ひ
け
る
も
こ
と
わ
り
に
、
花
と
い
は
ば
、
桜
に
た
と
へ
て

も
、
よ
そ
目
は
い
か
が
と
あ
や
ま
た
れ
、
（
注
	
）

霞
の
袖
を
重
ぬ
る
ひ
ま
も
い
か
に
せ
ま
し
と
思
ひ
ぬ
べ
き
御
あ
り
さ
ま
な
れ
ば
、
ま
し
て
（
注
�
）

く
ま
な
き
御
心
の

内
は
、
い
つ
し
か
い
か
な
る
御
物
思
ひ
の
種
に
か
と
、
よ
そ
も
御
心
苦
し
く
ぞ
お
ぼ
え
さ
せ
給
ひ
し
。

か
み

ぢ

御
物
語
あ
り
て
、
（
注


）

神
路
の
山
の
御
物
語
な
ど
、
絶
え
絶
え
聞
こ
え
給
ひ
て
、

�

（２１０１―３０）― ３０ ―



は
べ

か
ぶ
ろ

こ
ず
ゑ

「
今
宵
は
い
た
う
更
け
侍
り
ぬ
。
の
ど
か
に
、
明
日
は
（
注
�
）

嵐
の
山
の
禿
な
る
梢
ど
も
も
御
覧
じ
て
、
御
帰
り
あ
れ
」

な
ど
申
さ
せ
給
ひ
て
、
我
が
御
方
へ
入
ら
せ
給
ひ
て
、
い
つ
し
か
、

「
い
か
が
す
べ
き
、
い
か
が
す
べ
き
」

と
仰
せ
あ
り
。
思
ひ
つ
る
こ
と
よ
と
、
を
か
し
く
て
あ
れ
ば
、

「
（
注
�
）

幼
く
よ
り
参
り
し
し
る
し
に
、
こ
の
こ
と
申
し
か
な
へ
た
ら
む
、
ま
め
や
か
に
心
ざ
し
あ
り
と
思
は
む
」

つ
か
ひ

な
ど
仰
せ
あ
り
て
、
や
が
て
御
使
に
参
る
。
た
だ
�
お
ほ
か
た
な
る
や
う
に
、「
御
対
面
う
れ
し
く
。
御
旅
寝
す
さ
ま
じ
く
や
」な
ど
に
て
、
忍
び
つ

こ
ほ
り
が
さ
ね

う
す
や
う

つ
文
あ
り
。
（
注
１０
）

氷

襲
の
薄
様
に
や
、

「
知
ら
れ
じ
な
今
し
も
見
つ
る
面
影
の
や
が
て
心
に
か
か
り
け
り
と
は
」

ふ

ぬ
し

こ

ぎ

ち
や
う

と
の
ご
も

更
け
ぬ
れ
ば
、
御
前
な
る
人
も
み
な
寄
り
臥
し
た
る
。
御
主
も
（
注
１１
）

小
几
帳
引
き
寄
せ
て
、
御
殿
籠
り
た
る
な
り
け
り
。
近
く
参
り
て
、
事
の
や
う
奏

す
れ
ば
、
御
顔
う
ち
赤
め
て
、
い
と
物
も
の
た
ま
は
ず
、
文
も
見
る
と
し
も
な
く
て
、
う
ち
置
き
給
ひ
ぬ
。

「
何
と
か
申
す
べ
き
」

と
申
せ
ば
、

「
思
ひ
寄
ら
ぬ
御
言
の
葉
は
、
何
と
申
す
べ
き
方
も
な
く
て
」

と
ば
か
り
に
て
、
ま
た
寝
給
ひ
ぬ
る
も
心
や
ま
し
け
れ
ば
、
帰
り
参
り
て
、
こ
の
よ
し
を
申
す
。

「
た
だ
、
寝
た
ま
ふ
ら
む
所
へ
導
け
、
導
け
」

か
ん

ぞ

と
責
め
さ
せ
給
ふ
も
む
つ
か
し
け
れ
ば
、
御
供
に
参
ら
む
こ
と
は
や
す
く
こ
そ
、
し
る
べ
し
て
参
る
。
（
注
１２
）

甘
の
御
衣
な
ど
は
こ
と
ご
と
し
け
れ
ば
、
御

お
ほ
く
ち

（
注
１３
）

大
口
ば
か
り
に
て
、
忍
び
つ
つ
入
ら
せ
給
ふ
。

ま
づ
先
に
参
り
て
、
御
障
子
を
や
を
ら
開
け
た
れ
ば
、
あ
り
つ
る
ま
ま
に
て
御
殿
籠
り
た
る
。
御
前
な
る
人
も
寝
入
り
ぬ
る
に
や
、
音
す
る
人
も
な

ち
ひ

は

く
、
（
注
１４
）

小
さ
ら
か
に
這
ひ
入
ら
せ
給
ひ
ぬ
る
後
、
い
か
な
る
御
事
ど
も
か
あ
り
け
む
。

�１０１５２０
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（
注
）

�

さ
し
は
へ
て

わ
ざ
わ
ざ
。

�

な
に
が
し
の
大
納
言
の
女

二
条
を
指
す
。
二
条
は【
文
章
Ⅱ
】の
作
者
で
あ
る
。

�

斎
宮

伊
勢
神
宮
に
奉
仕
す
る
未
婚
の
皇
族
女
性
。
天
皇
の
即
位
ご
と
に
選
ば
れ
る
。

�

神
も
な
ご
り
を
慕
ひ
給
ひ
け
る

斎
宮
を
退
き
な
が
ら
も
、
帰
京
せ
ず
に
し
ば
ら
く
伊
勢
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
指
す
。

�

霞
の
袖
を
重
ぬ
る

顔
を
袖
で
隠
す
こ
と
を
指
す
。
美
し
い
桜
の
花
を
霞
が
隠
す
様
子
に
た
と
え
る
。

�

く
ま
な
き
御
心

院
の
好
色
な
心
の
こ
と
。

�

神
路
の
山
の
御
物
語

伊
勢
神
宮
に
奉
仕
し
て
い
た
頃
の
思
い
出
話
を
指
す
。

あ
ら
し
や
ま

	

嵐
の
山
の
禿
な
る
梢
ど
も

嵐
山
の
落
葉
し
た
木
々
の
梢
。




幼
く
よ
り
参
り
し

二
条
が
幼
い
と
き
か
ら
院
の
側
近
く
に
い
た
こ
と
を
指
す
。

１０

氷
襲
の
薄
様

「
氷
襲
」は
表
裏
の
配
色
で
、
表
も
裏
も
白
。「
薄
様
」は
紙
の
種
類
。

１１

小
几
帳

小
さ
い
几
帳
の
こ
と
。

の

う

し

１２

甘
の
御
衣

上
皇
の
平
服
と
し
て
着
用
す
る
直
衣
。

１３

大
口

束
帯
の
と
き
に
表
袴
の
下
に
は
く
裾
口
の
広
い
下
袴
。

１４

小
さ
ら
か
に

体
を
縮
め
て
小
さ
く
し
て
。
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問
１

傍
線
部
�
〜
�
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

２０

〜

２２

。

�

ま
ど
ろ
ま
れ
給
は
ず

２０

���������
�

酔
い
が
回
ら
ず
に
い
ら
っ
し
ゃ
る

�

お
眠
り
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い

�

ぼ
ん
や
り
な
さ
っ
て
い
る
場
合
で
は
な
い

�

お
心
が
安
ま
ら
ず
に
い
ら
っ
し
ゃ
る

�

一
息
つ
こ
う
と
も
な
さ
ら
な
い

	

ね
び
と
と
の
ひ
た
る

２１

���������
�

将
来
が
楽
し
み
な

�

成
熟
し
た

�

着
飾
っ
た

�

場
に
調
和
し
た

�

年
相
応
の

�

お
ほ
か
た
な
る
や
う
に

２２

���������
�

特
別
な
感
じ
で

�

落
ち
着
き
払
っ
て

�

あ
り
ふ
れ
た
挨
拶
で

�

親
切
心
を
装
っ
て

�

大
人
ら
し
い
態
度
で

（２１０１―３３）― ３３ ―



問
２

傍
線
部
Ａ「
つ
つ
ま
し
き
御
思
ひ
も
薄
く
や
あ
り
け
む
、
な
ほ
ひ
た
ぶ
る
に
い
ぶ
せ
く
て
や
み
な
む
は
、
あ
か
ず
口
惜
し
と
思
す
」の
語
句
や
表

現
に
関
す
る
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

２３

。

�

「
つ
つ
ま
し
き
御
思
ひ
」は
、
兄
で
あ
る
院
と
久
し
ぶ
り
に
対
面
し
て
、
気
恥
ず
か
し
く
思
っ
て
い
る
斎
宮
の
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
。

�

「
あ
り
け
む
」の「
け
む
」は
過
去
推
量
の
意
味
で
、
対
面
し
た
と
き
の
斎
宮
の
心
中
を
院
が
想
像
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

も
ん
も
ん

�

「
い
ぶ
せ
く
て
」は
、
院
が
斎
宮
へ
の
思
い
を
と
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
悶
々
と
し
た
気
持
ち
を
抱
え
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

�

「
や
み
な
む
」の「
む
」は
意
志
の
意
味
で
、
院
が
言
い
寄
っ
て
く
る
の
を
か
わ
そ
う
と
い
う
斎
宮
の
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
。

�

「
あ
か
ず
口
惜
し
」は
、
不
満
で
残
念
だ
と
い
う
意
味
で
、
院
が
斎
宮
の
態
度
を
物
足
り
な
く
思
っ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
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問
３

傍
線
部
Ｂ「
せ
ち
に
ま
め
だ
ち
て
の
た
ま
へ
ば
」と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
院
の
言
動
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

２４

。

た
く
ら

�

二
条
と
斎
宮
を
親
し
く
さ
せ
て
で
も
、
斎
宮
を
手
に
入
れ
よ
う
と
企
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
、
院
の
必
死
さ
が
表
れ
て
い
る
。

�

恋
心
を
手
紙
で
伝
え
る
こ
と
を
は
ば
か
る
言
葉
に
、
斎
宮
の
身
分
と
立
場
を
気
遣
う
院
の
思
慮
深
さ
が
表
れ
て
い
る
。

�

自
分
の
気
持
ち
を
斎
宮
に
伝
え
て
ほ
し
い
だ
け
だ
と
い
う
言
葉
に
、
斎
宮
に
対
す
る
院
の
誠
実
さ
が
表
れ
て
い
る
。

�

こ
の
機
会
を
逃
し
て
は
な
る
ま
い
と
、
一
気
に
事
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
院
の
性
急
さ
が
表
れ
て
い
る
。

�

自
分
と
親
密
な
関
係
に
な
る
こ
と
が
斎
宮
の
利
益
に
も
な
る
の
だ
と
力
説
す
る
と
こ
ろ
に
、
院
の
傲
慢
さ
が
表
れ
て
い
る
。
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問
４

次
に
示
す
の
は
、
授
業
で【
文
章
Ⅰ
】【
文
章
Ⅱ
】を
読
ん
だ
後
の
、
話
し
合
い
の
様
子
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
み
、
後
の
�
〜
�
の
問
い
に
答
え

よ
。

教

師

い
ま
二
つ
の
文
章
を
読
み
ま
し
た
が
、【
文
章
Ⅰ
】の
内
容
は
、【
文
章
Ⅱ
】の
�
行
目
以
降
に
該
当
し
て
い
ま
し
た
。【
文
章
Ⅰ
】は【
文

章
Ⅱ
】を
資
料
に
し
て
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
か
な
り
違
う
点
も
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
が
あ
り
ま
す
ね
。
ど
の
よ
う
な
違
い
が

あ
る
か
、
み
ん
な
で
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

生
徒
Ａ

【
文
章
Ⅱ
】の
ほ
う
が
、【
文
章
Ⅰ
】よ
り
臨
場
感
が
あ
る
印
象
か
な
あ
。

生
徒
Ｂ

確
か
に
、
院
の
様
子
な
ん
か
そ
う
か
も
。【
文
章
Ⅱ
】で
は

Ｘ

。

生
徒
Ｃ

ほ
か
に
、
二
条
の
コ
メ
ン
ト
が
多
い
と
こ
ろ
も
特
徴
的
だ
よ
ね
。【
文
章
Ⅱ
】の

Ｙ

。
普
段
か
ら
院
の
側
に
仕
え
て
い
る
人
の
目

で
見
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
っ
て
い
う
感
じ
が
あ
る
よ
。

生
徒
Ｂ

そ
う
言
わ
れ
る
と
、【
文
章
Ⅰ
】で
は【
文
章
Ⅱ
】の
面
白
い
と
こ
ろ
が
全
部
消
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
気
が
す
る
。
す
っ
き
り
し
て
ま
と

ま
っ
て
い
る
け
ど
物
足
り
な
い
。

教

師

確
か
に
そ
う
見
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、【
文
章
Ⅰ
】が
ど
の
よ
う
に
し
て
書
か
れ
た
も
の
な
の
か
も
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
ね
。

【
文
章
Ⅰ
】は
過
去
の
人
物
や
出
来
事
な
ど
を
後
の
時
代
の
人
が
書
い
た
も
の
で
す
。
文
学
史
で
は「
歴
史
物
語
」と
分
類
さ
れ
て
い
ま
す

ね
。【
文
章
Ⅱ
】の
よ
う
に
当
事
者
の
視
点
か
ら
書
い
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

生
徒
Ｂ

そ
う
か
、
書
き
手
の
意
識
の
違
い
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
に
違
い
が
生
じ
て
い
る
わ
け
だ
。

生
徒
Ａ

そ
う
す
る
と
、【
文
章
Ⅰ
】で

Ｚ

、
と
ま
と
め
ら
れ
る
か
な
。

生
徒
Ｃ

な
る
ほ
ど
、
あ
え
て
そ
う
い
う
ふ
う
に
書
き
換
え
た
の
か
。

教

師

こ
う
し
て
丁
寧
に
読
み
比
べ
る
と
、
面
白
い
発
見
に
つ
な
が
り
ま
す
ね
。

（２１０１―３６）― ３６ ―



�

空
欄

Ｘ

に
入
る
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

２５

。

�

い
て
も
た
っ
て
も
い
ら
れ
な
い
院
の
様
子
が
、
発
言
中
で
同
じ
言
葉
を
繰
り
返
し
て
い
る
あ
た
り
か
ら
じ
か
に
伝
わ
っ
て
く
る

�

斎
宮
に
対
す
る
恋
心
と
葛
藤
が
院
の
中
で
次
第
に
深
ま
っ
て
い
く
様
子
が
、
二
条
と
の
会
話
か
ら
あ
り
あ
り
と
伝
わ
っ
て
く
る

�

斎
宮
に
執
着
す
る
院
の
心
の
内
が
、
斎
宮
の
気
持
ち
を
繰
り
返
し
思
い
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
は
っ
き
り
と
伝
わ
っ
て
く
る

�

斎
宮
か
ら
期
待
通
り
の
返
事
を
も
ら
っ
た
院
の
心
躍
る
様
子
が
、
院
の
具
体
的
な
服
装
描
写
か
ら
生
き
生
き
と
伝
わ
っ
て
く
る

�

空
欄

Ｙ

に
入
る
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

２６

。

�

�
行
目「
い
つ
し
か
い
か
な
る
御
物
思
ひ
の
種
に
か
」で
は
、
院
の
性
格
を
知
り
尽
く
し
て
い
る
二
条
が
、
斎
宮
の
容
姿
を
見
た
院
に
、

早
く
も
好
色
の
虫
が
起
こ
り
始
め
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
感
づ
い
て
い
る

�

	
行
目「
思
ひ
つ
る
こ
と
よ
と
、
を
か
し
く
て
あ
れ
ば
」で
は
、
好
色
な
院
が
あ
の
手
こ
の
手
で
斎
宮
を
口
説
こ
う
と
し
て
い
る
の
に
、

世
間
離
れ
し
た
斎
宮
に
は
全
く
通
じ
て
い
な
い
こ
と
を
面
白
が
っ
て
い
る

�

１８
行
目「
寝
給
ひ
ぬ
る
も
心
や
ま
し
け
れ
ば
」で
は
、
院
が
強
引
な
行
動
に
出
か
ね
な
い
こ
と
に
対
す
る
注
意
を
促
す
た
め
、
床
に
つ
い

て
い
た
斎
宮
を
起
こ
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
恐
縮
し
て
い
るお

う

せ

�

２０
行
目「
責
め
さ
せ
給
ふ
も
む
つ
か
し
け
れ
ば
」で
は
、
逢
瀬
の
手
引
き
を
す
る
こ
と
に
慣
れ
て
い
る
は
ず
の
二
条
で
さ
え
、
斎
宮
を
院

の
も
と
に
導
く
手
立
て
が
見
つ
か
ら
ず
に
困
惑
し
て
い
る

（２１０１―３７）― ３７ ―



�

空
欄

Ｚ

に
入
る
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

２７

。

�

院
の
斎
宮
へ
の
情
熱
的
な
様
子
を
描
き
つ
つ
も
、
権
威
主
義
的
で
高
圧
的
な
一
面
を
削
っ
て
い
る
の
は
、
院
を
理
想
的
な
人
物
と
し
て

印
象
づ
け
て
、
朝
廷
の
権
威
を
保
つ
よ
う
に
配
慮
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う

�

院
と
斎
宮
と
二
条
の
三
者
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
複
雑
に
絡
み
合
っ
た
三
人
の
恋
心
を
整
理
し
て
い
る
の
は
、
歴
史
的

事
実
を
知
る
人
が
わ
か
り
や
す
く
描
写
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う

�

院
が
斎
宮
に
送
っ
た
、
い
つ
か
は
私
に
な
び
く
こ
と
に
な
る
と
い
う
歌
を
省
略
し
た
の
は
、
神
に
仕
え
た
相
手
と
の
密
通
と
い
う
事
件

性
を
弱
め
て
、
事
実
を
抑
制
的
に
記
述
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う

ふ

か
ん

�

院
の
発
言
を
簡
略
化
し
た
り
、
二
条
の
心
情
を
省
略
し
た
り
す
る
一
方
で
、
斎
宮
の
心
情
に
触
れ
て
い
る
の
は
、
当
事
者
全
員
を
俯
瞰

す
る
立
場
か
ら
出
来
事
の
経
緯
を
叙
述
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う

（２１０１―３８）― ３８ ―



�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�

�
�

げ
ん
げ
ん

第
４
問

清
の
学
者
・
政
治
家
阮
元
は
、
都
に
い
た
と
き
屋
敷
を
借
り
て
住
ん
で
い
た
。
そ
の
屋
敷
に
は
小
さ
い
な
が
ら
も
花
木
の
生
い
茂
る
庭
園
が

け
ん
そ
う

か

け
い

あ
り
、
門
外
の
喧
噪
か
ら
隔
て
ら
れ
た
別
天
地
と
な
っ
て
い
た
。
以
下
は
、
阮
元
が
こ
の
庭
園
で
の
出
来
事
に
つ
い
て
、
嘉
慶
十
八
年（
一
八
一
三
）に

詠
じ
た【
詩
】と
そ
の【
序
文
】で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
問
い（
問
１
〜
７
）に
答
え
よ
。
な
お
、
設
問
の
都
合
で
返
り
点
・
送
り
仮
名
・
本
文
を

省
い
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。（
配
点

５０
）

【
序
文
】

も
と

と
う

し

を
う
ノ

ラ

セ
シ

ヲ

ヲ

リ

て
ふ

む

し
ん

び
ノ

リ

余

旧
ス
ル
ニ
蔵
�

（
注
�
）

董

思

翁

自

書
�
詩

扇
�
有
�「
名

園
」「
蝶

夢
」
之

句
�

（
注
	
）

辛

未

秋
、
有



ノ

タ
ル

ニ

リ
テ

シ

ト

ベ
バ

ヲ

ツ

ニ

イ
デ

ル

ヲ

異

蝶

来
�
園

中
�
識

者

知

為
� Ⅰ
太

常

仙

蝶
�
呼
�
之

落
�
扇
。
継

而
�

復

見
�
之

く
わ

じ

か

ノ

ニ

ベ
バ

リ
テ

ニ

於
（
注
�
）

瓜

爾

佳

氏

園

中
� Ａ
客

有

呼

之

入

匣

奉

帰

余

園

者
、
及
�
至
�
園

ひ
ら
ク
ニ

啓


ヲ

チ

く
う

か
ふ

じ
ん

し
ん
ノ

あ
ら
は
ル

ノ

ノ

ニ

ハ
ク

之
、
則

（
注
�
）

空

匣

也
。 （

注
�
）

壬

申

春
、
蝶

復

見
�
於

余

園

台

上
�
画

者
い
の
リ
テ

祝

曰
、「 Ｂ
苟

近
�

チ

ノ

ニ

や
や

ノ

ヲ

チ

し
よ
う

う
チ
テ

は
ね
ヲ

我
、
我

当
�
図
�
之
。」蝶

落
�
其

袖
� �
審

ル
コ
ト

視

良

シ
クシ
テ

久
、 �得
�
其

形

色
�
乃

（
注
�
）

従
よ
うト
シ
テ

容

鼓
�
翅

ル

も
と

シ

イ
テ

ニ

メ
テ

テ

ノ

ビ

ノ

ヲ

ヅ
ク

ニ

而

去
。
園

故

無
�
名

也
。
於
�
是

始

以
�
思

翁

詩

及

蝶

意
�
名
�
之
。
秋

バ
ニシ
テ

半
、
余

ジ
テ

ヒ
ヲ

デ

ヲ

ノ

モ

タ

ス

ニ

は
う

そ
う
ヲ

ニ

シ

ノ

奉
�
使

出
�
都
、
是

園

又

属
�
他

人
�
回
��

ス
レ
バ

憶

芳

叢
�
真

如
�
夢

矣
。

（２１０１―４０）― ４０ ―



�
�
�
�

【
詩
】

ノ

ク

い
く

た
び
カ

テ

ヲ

カ

春

城
（
注
�
）

花

事

小

園

多

幾

度

看
�
花

幾

度

Ｘ

ハ

ニ

ガ

キ
テ

と
ど
メ

ヲ

と
ど
メ

ハ

ヒ
テ

ニ

リ

花

為
�
我

開

留
�
我

住

人

随
�
春

去
Ｃ

奈
�
春

何

ハ

シ

ヲ

リ
テ

ム

ヲ

思

翁

夢
よ
ク
シ
テ

好

遺
�
書

扇
�
Ⅱ

仙

蝶

図

成

染
�
袖

羅
�

た
ガ

カ

ま
タ

う
ヱ

ヲ

シ
テ

こ
し
ニ

キ

ス

し

い
う
ノ

他

日

誰

家

還

種
�
竹

（
注
�
）

坐
�
輿

可
�
許
�
子

猷
よ
ぎ
ル
ヲ

過
�

け
ん
け
い
し
つ
し
ゆ
う

（
阮
元『
揅
経
室
集
』に
よ
る
）

と
う

き

し
よ
う

（
注
）

�

董
思
翁

明
代
の
文
人
・
董
其
昌
（
一
五
五
五
―
一
六
三
六
）の
こ
と
。

	

辛
未

清
・
嘉
慶
十
六
年（
一
八
一
一
）。




瓜
爾
佳

満
州
族
名
家
の
姓
。

�

空
匣

空
の
箱
。

�

壬
申

清
・
嘉
慶
十
七
年（
一
八
一
二
）。



従
容

ゆ
っ
た
り
と
。

�

花
事

春
に
花
を
め
で
た
り
、
見
て
歩
い
た
り
す
る
こ
と
。

お
う

き

し

あ
ざ
な

�

坐
�
輿
可
�
許
�
子
猷
過
�

子
猷
は
東
晋
・
王
徽
之
の
字
。
竹
好
き
の
子
猷
は
通
り
か
か
っ
た
家
に
良
い
竹
が
あ
る
の
を
見
つ
け
、
感
嘆
し
て
朗
詠

こ
し

し
、
輿
に
乗
っ
た
ま
ま
帰
ろ
う
と
し
た
。
そ
の
家
の
主
人
は
王
子
猷
が
立
ち
寄
る
の
を
待
っ
て
い
た
の
で
、
引
き
留
め
て
歓
待
し
、
意
気
投
合
し
た
と
い

う
故
事
を
踏
ま
え
る
。

（２１０１―４１）― ４１ ―



問
１

波
線
部
�「
復
」・
�「
審
」・
�「
得
」の
こ
こ
で
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一

つ
ず
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

２８

〜

３０

。

�
「
復
」

２８

���������
�

な
お

�

ふ
と

�

じ
っ
と

	

ふ
た
た
び

�

ま
だ

�
「
審
」

２９

���������
�

正
し
く

�

詳
し
く

�

急
い
で

	

謹
ん
で

�

静
か
に

�
「
得
」

３０

���������
�

気
が
つ
く

�

手
に
す
る

�

映
し
だ
す

	

把
握
す
る

�

捕
獲
す
る

（２１０１―４２）― ４２ ―



問
２

傍
線
部
Ａ「
客

有

呼

之

入

匣

奉

帰

余

園

者
」に
つ
い
て
、
返
り
点
の
付
け
方
と
書
き
下
し
文
と
の
組
合
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の

を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

３１

。
は
こ

�

客

有
�
呼
�
之

入
�
匣

奉
�
帰
�
余

園
�
者

客
に
之
を
呼
び
匣
に
奉
じ
入
る
る
こ
と
有
り
て
余
の
園
に
帰
る
者
あ
り

�

客

有
�
呼
�
之

入
�
匣

奉

帰

余

園

者
�

客
に
之
を
呼
び
匣
に
入
れ
奉
じ
て
帰
さ
ん
と
す
る
余
の
園
の
者
有
り

	

客

有


呼
�
之

入
�
匣

奉

帰
�
余

園
�
者
�

客
に
之
を
匣
に
入
れ
呼
び
奉
じ
て
余
の
園
に
帰
る
者
有
り



客

有


呼
�
之

入
�
匣

奉

帰
�
余

園
�
者
�

客
に
之
を
呼
び
て
匣
に
入
れ
奉
じ
て
余
の
園
に
帰
さ
ん
と
す
る
者
有
り

�

客

有
�
呼
�
之

入
�
匣

奉
�
帰
�
余

園

者
�

客
に
之
を
呼
ぶ
こ
と
有
り
て
匣
に
入
れ
余
の
園
の
者
に
帰
す
を
奉
ず

（２１０１―４３）― ４３ ―



問
３

傍
線
部
Ｂ「
苟

近
�
我
、我

当
�
図
�
之
」の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

３２

。

�

ど
う
か
私
に
近
づ
い
て
き
て
、
私
が
お
ま
え
の
絵
を
描
け
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
。

�

よ
う
や
く
私
に
近
づ
い
て
き
た
の
だ
か
ら
、
私
は
お
ま
え
の
絵
を
描
く
べ
き
だ
ろ
う
。

�

よ
う
や
く
私
に
近
づ
い
て
き
た
の
だ
が
、
ど
う
し
て
お
ま
え
を
絵
に
描
け
る
だ
ろ
う
か
。

�

も
し
私
に
近
づ
い
て
く
れ
た
と
し
て
も
、
ど
う
し
て
お
ま
え
を
絵
に
描
け
た
だ
ろ
う
か
。

�

も
し
も
私
に
近
づ
い
て
く
れ
た
な
ら
ば
、
必
ず
お
ま
え
を
絵
に
描
い
て
や
ろ
う
。

（２１０１―４４）― ４４ ―



問
４

空
欄

Ｘ
に
入
る
漢
字
と【
詩
】に
関
す
る
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

３３

。

�

「
座
」が
入
り
、
起
承
転
結
で
構
成
さ
れ
た
七
言
絶
句
。

�

「
舞
」が
入
り
、
形
式
の
制
約
が
少
な
い
七
言
古
詩
。

が
ん
れ
ん

け
い
れ
ん

�

「
歌
」が
入
り
、
頷
聯
と
頸
聯
が
そ
れ
ぞ
れ
対
句
に
な
っ
た
七
言
律
詩
。

�

「
少
」が
入
り
、
第
一
句
の「
多
」字
と
対
に
な
る
七
言
絶
句
。

�

「
香
」が
入
り
、
第
一
句
末
と
偶
数
句
末
に
押
韻
す
る
七
言
律
詩
。
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問
５

傍
線
部
Ｃ「
奈
�
春

何
」の
読
み
方
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

３４

。

�

は
る
も
い
か
ん

�

は
る
に
い
づ
れ
ぞ

�

は
る
に
い
く
ば
く
ぞ

�

は
る
を
な
ん
ぞ
せ
ん

�

は
る
を
い
か
ん
せ
ん

（２１０１―４６）― ４６ ―



問
６

【
詩
】と【
序
文
】に
描
か
れ
た
一
連
の
出
来
事
の
な
か
で
、
二
重
傍
線
部
Ⅰ「
太

常

仙

蝶
」・
Ⅱ「
仙

蝶
」が
現
れ
た
り
、
と
ま
っ
た
り
し
た
場

所
は
ど
こ
か
。
そ
れ
ら
の
う
ち
の
三
箇
所
を
、
現
れ
た
り
と
ま
っ
た
り
し
た
順
に
挙
げ
た
も
の
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の

�
〜

�

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

３５

。

ま
ち

�

春
の
城

袖

瓜
爾
佳
氏
の
庭
園

ま
ち

�

春
の
城

阮
元
の
庭
園
の
台

画
家
の
家

�

董
思
翁
の
家

扇

画
家
の
家

�

瓜
爾
佳
氏
の
庭
園

扇

袖

�

扇

阮
元
の
庭
園
の
台

袖

（２１０１―４７）― ４７ ―



問
７

【
詩
】と【
序
文
】か
ら
読
み
取
れ
る
筆
者
の
心
情
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号

は

３６

。

ち
よ
う

�

毎
年
花
が
散
り
季
節
が
過
ぎ
ゆ
く
こ
と
に
は
か
な
さ
を
感
じ
、
董
思
翁
の
家
や
瓜
爾
佳
氏
の
園
に
現
れ
た
美
し
い
蝶
が
扇
や
絵
と
と
も
に

他
人
の
も
の
と
な
っ
た
こ
と
を
む
な
し
く
思
っ
て
い
る
。

�

扇
か
ら
抜
け
出
し
庭
園
に
現
れ
た
不
思
議
な
蝶
の
美
し
さ
に
感
動
し
、
い
ず
れ
は
箱
の
な
か
に
と
ら
え
て
絵
に
描
き
た
い
と
考
え
て
い
た

が
、
そ
れ
も
か
な
わ
ぬ
夢
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
残
念
に
思
っ
て
い
る
。

�

春
の
庭
園
の
美
し
さ
を
詩
に
で
き
た
こ
と
に
満
足
す
る
と
と
も
に
、
董
思
翁
の
夢
を
扇
に
描
き
、
珍
し
い
蝶
の
模
様
を
あ
し
ら
っ
た
服
が

で
き
あ
が
っ
た
こ
と
を
喜
ん
で
い
る
。

�

不
思
議
な
蝶
の
い
る
夢
の
よ
う
に
美
し
い
庭
園
に
住
ん
で
い
た
が
、
都
を
離
れ
て
い
る
あ
い
だ
に
人
に
奪
わ
れ
て
し
ま
い
、
厳
し
い
現
実

と
美
し
い
夢
の
よ
う
な
世
界
と
の
違
い
を
嘆
い
て
い
る
。

�

時
と
し
て
庭
園
に
現
れ
る
珍
し
い
蝶
は
、
捕
ま
え
よ
う
と
し
て
も
捕
ま
え
ら
れ
な
い
不
思
議
な
蝶
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
蝶
が
現
れ
た
庭
園

で
過
ご
し
た
こ
と
を
懐
か
し
く
思
い
出
し
て
い
る
。
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