
国

語

試
験
開
始
の
合
図
が
あ
る
ま
で
、
こ
の
冊
子
を
開
か
な
い
こ
と

※
冊
子
裏
面
に
「
注
意
事
項
」
が
あ
る
。

	

監
督
者
の
指
示
に
従
い
確
認
す
る
こ
と
。

二
〇
二
五
年
度
　
入
学
試
験
問
題
　（
前
期
・
B
日
程
）
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【一】	
現
代
文
①
　（
必
答
問
題
）　
受
験
者
全
員
が
解
答
す
る
こ
と

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

『A
万
葉
集
』
や
『
源
氏
物
語
』
は
、
明
治
に
な
っ
て
、
は
じ
め
て
「
文
学
」
に
な
っ
た
。

い
き
な
り
こ
ん
な
ふ
う
に
い
う
と
、
え
っ
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、『
万
葉
集
』
や
『
源
氏
物
語
』
が
生
ま
れ
た
時
代
に
は
、「
文
学
」

と
い
う
言
葉
は
い
ま
と
は
ま
っ
た
く
ち
が
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
。「
文
学
」
は
も
と
も
と
『
論
語
』
に
い
う
「
文
学
経
世
」、
国
家
社
会
の
経
営
の

た
め
の
学
芸
、
ま
た
、
そ
の
文
章
を
指
し
た
。
日
本
の
古
代
で
は
、「
漢
文
」
で
書
か
れ
た
公
用
の
文
章
を
司
ア

る
役
所
を
指
す
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
た

こ
と
も
あ
る
。
徳
川
期
に
「
文
学
」
と
い
え
ば
、
儒
学
で
あ
り
、
藩
の
学
校
で
儒
学
を
教
え
る
教
師
を
意
味
し
た
。

だ
か
ら
、明
治
に
な
る
ま
で
『
万
葉
集
』
や
『
古
今
和
歌
集
』
は
「
う
た
」
以
外
の
も
の
で
は
な
く
、『
竹
取
物
語
』
や
『
源
氏
物
語
』
は
「
も
の
が
た
り
」

以
外
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
賀
茂
真
淵
が
『
万
葉
集
』
を
、本
居
宣
長
が
『
源
氏
物
語
』
を
論
じ
た
と
き
に
も
、そ
れ
ら
は
日
本
の
古
き
〝
文
〟
で
は
あ
っ

て
も
、「
文
学
」で
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
儒
学
に
代
わ
る
べ
き
日
本
の
政
治
や
倫
理
を
打
ち
立
て
よ
う
と
し
た
の
で
、そ
の
学
問
は「
国
学
」と
呼
ば
れ
た
。

明
治
以
前
に
は
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
用
い
る
よ
う
な
意
味
で
の
「
文
学
」
の
観
念
も
、
そ
れ
に
相
当
す
る
言
葉
も
な
か
っ
た
。
強
い
て
探
す
と
す
れ
ば
、

仏
教
が
こ
れ
ら
は
、
ま
っ
と
う
な
言
葉
で
は
な
い
、
と
非
難
を
込
め
て
い
う
場
合
の
「
狂き
ょ
う
言げ

ん
綺き

語ご

」
あ
た
り
だ
ろ
う
か
。

今
日
の
「
文
学
」
に
相
当
す
る
概
念
や
言
葉
が
な
か
っ
た
こ
と
は
わ
か
っ
た
。
そ
う
だ
と
し
て
も
、
し
か
し
「
文
学
」
に
相
当
す
る
も
の
は
古
代
か
ら

日
本
列
島
で
つ
く
ら
れ
、
鑑
賞
さ
れ
て
き
た
。『
万
葉
集
』
も
『
源
氏
物
語
』
も
「
文
学
」
と
し
て
読
ん
で
フ
イ

ツ
ゴ
ウ
は
な
い
で
は
な
い
か
。
そ
う
考
え

る
の
が
ふ
つ
う
だ
と
思
う
。
本
当
に
そ
れ
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

今
日
「
文
学
」
と
い
え
ば
、「
言
語
に
よ
る
芸
術
」
と
い
う
意
味
だ
。「
言
語
に
よ
る
」
は
ひ
と
ま
ず
い
い
と
し
て
、「
芸
術
」
と
は
、
鑑
賞
者
に
感
動

hochiai
四角形
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を
あ
た
え
る
目
的
で
個
人
の
思
想
や
感
情
を
表
現
す
る
も
の
、
と
い
う
く
ら
い
の
意
味
だ
。
こ
れ
は
明
治
時
代
に
西
欧
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
が
も
と
に

な
っ
て
い
る
が
、
西
欧
で
も
、
そ
れ
ほ
ど
昔
か
ら
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
で
一
八
世
紀
末
に
発
生
し
、
一
九
世
紀
を

通
じ
て
、
ほ
ぼ
定
着
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
私
が
そ
れ
を
知
っ
た
の
は
十
年
以
上
前
の
こ
と
だ
が
、
ち
ょ
っ
と
意
外
な
気
が
し
た
。
が
、
そ
の
と
き
は

そ
の
意
味
を
、
そ
れ
以
上
つ
き
つ
め
て
考
え
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
考
え
て
み
れ
ば
、
柿
本
人
麻
呂
が
天
皇
に
な
り
か
わ
っ
て
う
た
っ
た
国
誉ほ

め
の
う
た
は
、
い
わ
ば
呪
術
的
な
性
格
の
も
の
で
、「
鑑
賞
者
に

感
動
を
あ
た
え
る
目
的
で
個
人
の
思
想
や
感
情
を
表
現
す
る
も
の
」
と
い
う
「
文
学
」
の
概
念
か
ら
は
ず
れ
る
。
同
様
に
、
歌う
た
垣が

き
の
う
た
や
、
儀
礼
の
う

た
や
、
恋
文
が
わ
り
の
う
た
も
、
近
代
的
な
意
味
で
の
「
文
学
」
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
み
な
、
芸
術
作
品
と
し
て
鑑
賞
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
に
し
て

つ
く
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
だ
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
「
文
学
」
の
一
種
と
し
て
扱
い
、
そ
の
中
か
ら
、
個
人
的
な
感
情
が
よ
く
現
れ
て
い
る
と
思
え
る
も
の
を
選
び
出
し
て

高
く
評
価
し
て
き
た
の
が
、
こ
れ
ま
で
の
批
評
や
鑑
賞
の
あ
り
方
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、
儀
B

礼
の
う
た
な
ど
、
価
値
が
低
い
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。

儀
礼
の
う
た
な
ど
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
、
と
わ
れ
わ
れ
は
判
断
し
て
き
た
が
、
そ
れ
を
つ
く
っ
た
人
び
と
は
、
わ
れ
わ
れ
と
同
じ
よ
う
に
考
え
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
同
じ
よ
う
に
考
え
て
い
た
ら
、
つ
く
り
は
し
な
か
っ
た
ろ
う
し
、
大
切
な
も
の
と
し
て
残
し
て
お
く
は
ず
も
な
い
。
近
代
的

な
概
念
に
従
っ
て
判
断
す
る
の
で
は
、
古
代
や
中
世
の
文
芸
を
、
そ
れ
が
生
ま
れ
た
時
代
の
姿
に
お
い
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
い
う
反
省

が
本
当
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
つ
い
最
近
の
こ
と
だ
。

古
代
や
中
世
に
つ
い
て
だ
け
で
は
な
い
。
二
〇
世
紀
に
は
、一
九
世
紀
的
な
芸
術
概
念
や
「
文
学
」
概
念
に
様
ざ
ま
な
疑
問
が
つ
き
つ
け
ら
れ
て
き
た
。

美
術
で
タ＊
ブ
ロ
ー
の
枠
を
超
え
る
追
究
が
様
ざ
ま
に
行
わ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
を
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
わ
か
る
だ
ろ
う
。
二
〇
世
紀
に
お
け
る
マ
ス・

メ
デ
ィ
ア
の
発
達
の
中
で
、
宣
伝
美
術
の
領
域
が
大
き
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
一
九
世
紀
と
は
異
な
る
出
来
事
だ
。

わ
か
り
や
す
い
例
を
あ
げ
よ
う
。
抽
象
絵
画
も
、
二
〇
世
紀
が
生
ん
だ
絵
画
の
ジ
ャ
ン
ル
の
ひ
と
つ
だ
が
、
具
象
絵
画
を
見
る
よ
う
に
し
て
、
な
に
が

い
か
に
描
い
て
あ
る
か
を
求
め
た
ら
、
な
に
が
描
い
て
あ
る
か
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
鑑
賞
者
が
、
絵
画
す
な
わ
ち
具
象
と
い

hochiai
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う
概
念
に
縛
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
れ
を
捨
て
て
、
抽
象
絵
画
の
色
と
形
の
あ
た
え
る
感
動
を
味
わ
お
う
と
し
な
い
か
ら
だ
。

文
芸
の
世
界
で
も
、
こ
れ
に
類
す
る
こ
と
が
様
ざ
ま
に
起
こ
っ
て
い
る
。
バ＊
ル
ザ
ッ
ク
の
小
説
の
面
白
さ
を
ゾ＊
ラ
の
小
説
に
求
め
れ
ば
、
あ
る
程
度
は

満
た
さ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
プ＊
ル
ー
ス
ト
の
小
説
に
求
め
て
も
、
そ
れ
は
得
ら
れ
な
い
。
そ
の
ち
が
い
に
は
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
と
プ
ル
ー
ス
ト
の
思
想
や
感
情

な
ど
個
性
の
ち
が
い
だ
け
で
は
な
く
、
小
説
と
い
う
も
の
に
対
す
る
一
九
世
紀
と
二
〇
世
紀
の
考
え
方
の
相
違
も
大
い
に
働
い
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。

そ
ん
な
概
念
な
ど
面
倒
な
話
は
ど
う
で
も
よ
い
、
文
芸
は
読
ん
で
楽
し
め
れ
ば
そ
れ
で
十
分
だ
、
と
い
わ
れ
れ
ば
、
ま
っ
た
く
そ
の
と
お
り
だ
、
と
思

う
。
と
こ
ろ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、
知
ら
な
い
う
ち
に
こ
れ
ら
の
概
念
に
縛
ら
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
既
C

成
の
概
念
か
ら
自
由
に
な
っ
て
、
作
品
を
読
ん
で

楽
し
ん
だ
り
、
批
評
し
た
り
す
る
こ
と
の
方
が
む
つ
か
し
い
の
だ
。

「
若
い
と
き
に
は
太
宰
治
に
か
ぶ
れ
た
が
、
い
ま
で
は
読
む
気
も
し
な
い
」
と
い
う
ひ
と
が
い
る
か
と
思
え
ば
、「
若
い
と
き
に
は
太
宰
治
は
嫌
い
だ
っ

た
が
、
中
年
に
さ
し
か
か
っ
て
か
ら
急
に
面
白
く
な
っ
て
き
た
」
と
い
う
ひ
と
も
い
る
。
こ
れ
を
個
人
の
精
神
の
変
化
と
片
づ
け
る
わ
け
に
い
か
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
作
品
は
読
み
方
に
よ
っ
て
、
面
白
く
な
っ
た
り
、
つ
ま
ら
な
く
な
っ
た
り
す
る
か
ら
だ
。
若
い
と
き
に
夢
中
に
な
っ
て
、
い
ま
で
は
す
っ
か

り
遠
ざ
か
っ
た
人
が
「
太
宰
治
は
卒
業
し
た
」
な
ど
と
は
い
え
な
い
。
中
年
に
な
っ
て
太
宰
治
の
世
界
が
、
が
ぜ
ん
面
白
く
な
っ
た
の
は
、
そ
の
ひ
と
の

精
神
年
齢
が
若
返
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、

D

か
ら
に
ち
が
い
な
い
。

読
み
方
の
大
も
と
の
と
こ
ろ
に
働
く
の
は
、
読
者
が
作
品
に
な
に
を
期
待
す
る
か
だ
。
自
分
の
期
待
を
満
足
さ
せ
て
く
れ
る
か
ど
う
か
が
、
そ
の
ひ
と

の
作
品
に
対
す
る
評
価
の
分
か
れ
目
に
な
る
。
つ
ま
り
、
作
品
の
読
み
方
と
評
価
の
基
準
と
は
切
り
離
せ
な
い
。
そ
し
て
、
読
み
方
に
は
、
教
育
や
評
判

な
ど
が
大
き
く
作
用
す
る
。
そ
の
教
育
や
評
判
も
、
時
代
時
代
で
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
夏
E

目
漱
石
と
い
う
作
家
に
つ
い
て
、
今
日
で
は
、
日
本
近
代
を
代
表
す
る
作
家
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
評
価
に
異
論
が
出
な

く
な
っ
た
の
は
、
第
二
次
大
戦
後
も
し
ば
ら
く
た
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
。
大
正
時
代
の
文
学
青
年
た
ち
は
、
あ
い
つ
は
「
漱
石
ど
ま
り
だ
」
な
ど
と
い
っ

た
。
谷
崎
潤
一
郎
も
志
賀
直
哉
も
知
ら
な
い
、
ご
く
ふ
つ
う
の
学
生
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
戦
前
ま
で
の
文
壇
で
は
、
夏
目
漱
石
よ
り
島
崎
藤
村
や
志
賀

直
哉
の
方
が
エ
ウ

ラ
い
と
考
え
る
ひ
と
の
方
が
ず
っ
と
多
か
っ
た
。

hochiai
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そ
し
て
、
夏
目
漱
石
に
対
す
る
評
価
の
中
身
も
か
な
り
変
化
し
た
。
戦
後
す
ぐ
に
は
、
日
本
に
お
い
て
個
人
主
義
の
問
題
を
つ
き
つ
め
て
考
え
た
ひ
と
、

日
本
の
近
代
化
の
苦
悩
を
体
現
し
た
人
格
者
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
大
き
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
昭
和
三
十
年
代
に
は
、
実
存
的
な
暗
い
面
に
焦
点
が
あ
て
ら

れ
る
傾
向
に
な
っ
た
。
今
日
で
は
、
思
想
史
や
文
化
史
上
の
意
味
が
再
検
討
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
た
と
え
ば
谷
崎
潤
一
郎
は
、
戦
後
す
ぐ
ま
で
は
耽た
ん

美び

派
と
い
わ
れ
、
エ
ロ
・
グ
ロ
作
家
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
が
、
昭
和

三
十
年
代
に
は
、
志
賀
直
哉
に
代
わ
っ
て
日
本
の
現
代
文
学
を
代
表
す
る
作
家
と
し
て
扱
う
機
運
が
大
き
く
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
作
家
の
評
価
も
時

代
の
価
値
観
や
批
評
の
角
度
の
移
り
か
わ
り
に
よ
っ
て
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。

こ
の
評
価
の
基
準
の
最
も
根
本
的
な
と
こ
ろ
に
働
い
て
い
る
の
が
、「
文
学
」
と
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
、
と
い
う
観
念
で
あ
り
、
そ
の
「
文
学
」
観

を
支
え
る
の
が
、「
文
学
」
と
は
な
に
か
と
い
う
概
念
、
つ
ま
り
「
文
学
」
概
念
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
「
文
学
」
的
価
値
観
は
、「
文
学
」
概
念
や
そ
れ

を
も
と
に
し
た
文
学
観
の
、
そ
の
時
代
時
代
に
支
配
的
な
制
度
の
よ
う
な
も
の
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
文
学
的
価
値
観

や
観
念
の
制
度
を
知
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
観
念
を
大
も
と
の
と
こ
ろ
で
縛
っ
て
い
る
も
の
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
少
し
で
も
と
ら
わ
れ
な
い
目
で
、

作
品
を
読
み
、
評
価
し
よ
う
と
思
っ
た
ら
、
ま
ず
、
こ
の
わ
れ
わ
れ
を
縛
っ
て
い
る
目
に
見
え
な
い
鎖
エ

、
わ
れ
わ
れ
を
捕
ら
え
て
い
る
目
に
見
え
な
い
檻お

り

を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
文
学
」
的
価
値
観
や
観
念
の
制
度
は
、「
文
学
史
」
の
問
題
で
も
あ
る
。「
文
学
史
」
と
い
う
も
の
は
、い
つ
、誰
が
ど
う
い
う
作
品
を
書
い
た
か
、い
つ
、

ど
う
い
う
雑
誌
が
創
刊
さ
れ
、
ど
う
い
う
流
派
が
起
こ
っ
た
か
、
な
ど
の
事
実
の
歴
史
を
指
す
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
必
ず
し
も
そ
う
い
う
も
の
で
は
な

い
。「
文
学
史
」
は
、
無
数
の
作
品
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
無
数
の
コ
オ

ト
ガ
ラ
の
中
か
ら
、
そ
れ
ら
の
も
つ
意
味
を
考
え
、
重
要
と
思
わ
れ
る
も
の
を
選
択
し
、

ひ
と
つ
の
歴
史
と
し
て
描
き
出
す
も
の
だ
。
だ
か
ら
、
な
に
を
ど
う
取
り
あ
げ
る
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
作
品
の
読
み
方
、
つ
ま
り
「
文
学
」
観
が
働

く
。
社
会
の
歴
史
と
の
関
連
を
考
え
る
際
に
は
、
そ
こ
に
歴
史
観
も
働
く
。
つ
ま
り
「
文
学
史
」
と
い
う
も
の
も
、「
文
学
」
的
価
値
観
や
観
念
の
制
度

に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
でF
「
文
学
史
」
は
、
わ
れ
わ
れ
を
捕
ら
え
て
い
る
目
に
見
え
な
い
檻
に
な
る
。
頭
の
中
に
植
え
つ
け
ら
れ
た
「
文
学
史
」

が
、
個
々
の
作
品
の
読
み
方
を
決
め
て
し
ま
う
場
合
も
多
い
。

hochiai
四角形
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こ
の
二
、三
十
年
間
の
日
本
の
文
芸
批
評
や
研
究
は
、
日
本
の
近
・
現
代
に
書
か
れ
、
読
ま
れ
て
き
た
作
品
の
読
み
方
を
、
し
た
が
っ
て
そ
の
評
価
を

大
き
く
変
え
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
軽
視
さ
れ
て
き
た
作
品
や
作
家
の
も
つ
意
味
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
当
然
、
そ
れ
ら
の
「
文
学
史
」
に
お
け
る
位

置
、
意
味
も
変
わ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
積
み
重
ね
は
「
文
学
史
」
を
書
き
換
え
て
ゆ
く
こ
と
に
結
び
つ
く
は
ず
だ
し
、
そ
う
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

実
際
、
少
し
ず
つ
だ
が
、
そ
う
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
が
、「
文
学
」
的
価
値
観
や
観
念
の
制
度
は
、「
文
学
史
」
の
問
題
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
の
第

一
の
意
味
だ
。

そ
し
て
、
こ
の
「
文
学
」
的
価
値
観
や
観
念
の
制
度
が
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
仕
事
も
、
や
は
り
「
文
学
史
」
と

い
う
学
問
の
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
日
本
の
「
文
学
史
」
が
ど
ん
な
ふ
う
に
書
か
れ
て
き
た
か
、
言
い
換
え
れ
ば
、「
文
学
史
」
の
歴
史
を
研
究
す
る

こ
と
も
「
文
学
史
」
と
い
う
学
問
に
ふ
く
ま
れ
る
。
こ
れ
が
第
二
の
意
味
だ
。

「
文
学
史
」
と
い
う
概
念
も
、「
文
学
」
と
同
様
、
明
治
に
な
っ
て
輸
入
さ
れ
た
も
の
だ
。
そ
の
と
き
、
ど
う
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
か
。『
万
葉
集
』

や
『
源
氏
物
語
』
の
例
で
い
え
ば
、
そ
れ
ら
が
新
し
く
で
き
た
「
日
本
文
学
史
」
の
う
ち
に
組
み
込
ま
れ
た
と
き
、
そ
れ
に
つ
れ
て
、
ど
う
い
う
事
態
が

起
こ
っ
た
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

（
鈴
木
貞
美
『
日
本
の
「
文
学
」
を
考
え
る
』
に
よ
る
）

注
　
＊
タ
ブ
ロ
ー
―
―
画
紙
や
キ
ャ
ン
バ
ス
に
書
か
れ
た
一
般
的
な
絵
の
こ
と
。

＊
バ
ル
ザ
ッ
ク
―
―
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
家
（
一
七
九
九
～
一
八
五
〇
）。

＊
ゾ
ラ
―
―
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
家
（
一
八
四
〇
～
一
九
〇
二
）。

＊
プ
ル
ー
ス
ト
―
―
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
家
（
一
八
七
一
～
一
九
二
二
）。

hochiai
四角形
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問
1
　
傍
線
ア
、
エ
の
漢
字
の
読
み
を
平
仮
名
で
、
傍
線
イ
、
ウ
、
オ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
で
そ
れ
ぞ
れ
書
き
な
さ
い
。
→
解
答
用
紙
は
B

ア
　
司
（
る
）　
　
　
イ
　
フ
ツ
ゴ
ウ
　
　
　
ウ
　
エ
ラ
（
い
）　
　
　
エ
　
鎖
　
　
　
オ
　
コ
ト
ガ
ラ

問
2
　
傍
線
A
「『
万
葉
集
』
や
『
源
氏
物
語
』
は
、
明
治
に
な
っ
て
、
は
じ
め
て
「
文
学
」
に
な
っ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
の
説
明
と
し
て
も
っ
と
も
適

切
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
→
解
答
用
紙
は
A
、
番
号
は
1

①
　
明
治
時
代
に
今
日
的
な
「
文
学
」
の
考
え
方
が
西
洋
か
ら
移
入
さ
れ
、そ
れ
ま
で
「
う
た
」
や
「
も
の
が
た
り
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
『
万

葉
集
』
や
『
源
氏
物
語
』
が
「
文
学
」
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

②
　『
万
葉
集
』
や
『
源
氏
物
語
』
は
、明
治
以
前
に
は
儒
教
的
見
地
か
ら
は
一
段
低
い
「
う
た
」
や
「
も
の
が
た
り
」
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
た
が
、

明
治
時
代
に
な
っ
て
よ
う
や
く
「
文
学
」
と
し
て
認
知
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
。

③
　
明
治
時
代
に
は
い
っ
て
「
文
学
」
と
い
う
新
た
な
言
葉
が
発
生
し
、江
戸
時
代
ま
で
は
「
う
た
」
や
「
も
の
が
た
り
」
に
く
く
ら
れ
て
い
た
『
万

葉
集
』
や
『
源
氏
物
語
』
が
「
文
学
」
の
名
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

④
　『
万
葉
集
』
や
『
源
氏
物
語
』
は
、
も
と
も
と
「
う
た
」
や
「
も
の
が
た
り
」
と
い
う
国
家
社
会
経
営
の
た
め
の
文
章
と
し
て
書
か
れ
た
が
、

明
治
時
代
に
至
っ
て
本
格
的
な
「
文
学
」
と
し
て
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

⑤
　
明
治
時
代
に
な
っ
て
人
々
の
鑑
賞
眼
が
高
ま
っ
た
こ
と
に
よ
り
、『
万
葉
集
』
や
『
源
氏
物
語
』
を
「
う
た
」
や
「
も
の
が
た
り
」
と
し
て
で

は
な
く
、「
文
学
」
と
し
て
芸
術
的
に
読
解
で
き
る
読
者
が
増
加
し
た
と
い
う
こ
と
。
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問
3
　
傍
線
B
「
儀
礼
の
う
た
な
ど
、
価
値
が
低
い
も
の
と
さ
れ
て
き
た
」
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の

う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
→
解
答
用
紙
は
A
、
番
号
は
2

①
　
儀
礼
の
う
た
が
内
包
す
る
呪
術
的
な
芸
術
性
を
、鑑
賞
者
に
感
動
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
近
代
の「
文
学
」的
立
場
か
ら
解
釈
し
た
た
め
。

②
　
儀
礼
の
う
た
に
含
ま
れ
る
呪
術
的
性
格
は
国
家
的
な
も
の
な
の
に
、
近
代
的
「
文
学
」
観
で
は
そ
れ
を
個
人
的
な
も
の
と
曲
解
し
た
た
め
。

③
　
近
代
的
「
文
学
」
の
立
場
か
ら
は
と
ら
え
き
れ
な
い
儀
礼
の
う
た
の
美
を
、「
呪
術
的
な
性
格
」
と
い
う
言
葉
で
矮わ
い

小し
ょ
う

化か

し
た
た
め
。

④
　
儀
礼
の
う
た
の
呪
術
性
は
現
代
人
の
思
想
と
通
底
す
る
の
に
、
近
代
の
「
文
学
」
的
感
性
を
無
理
に
適
用
し
て
読
解
し
た
た
め
。

⑤
　
呪
術
的
性
格
を
持
つ
儀
礼
の
う
た
を
、
個
人
的
感
情
の
表
出
を
良
し
と
す
る
近
代
的
「
文
学
」
観
に
よ
っ
て
評
価
し
た
た
め
。

問
4
　
傍
線
C
「
既
成
の
概
念
か
ら
自
由
に
な
っ
て
」
と
あ
る
が
、
既
成
の
概
念
か
ら
自
由
に
な
る
と
は
こ
こ
で
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し

て
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
→
解
答
用
紙
は
A
、
番
号
は
3

①
　
作
品
の
価
値
だ
け
に
目
を
向
け
、
作
品
を
あ
り
の
ま
ま
に
味
わ
っ
て
こ
な
か
っ
た
自
身
の
態
度
に
自
覚
的
に
な
る
こ
と
。

②
　
歴
史
的
に
な
さ
れ
て
き
た
作
品
評
価
を
一
度
解
体
し
、
時
代
背
景
や
作
者
の
思
想
感
情
を
正
し
く
把
握
す
る
こ
と
。

③
　
作
品
の
価
値
を
知
性
に
よ
っ
て
分
析
す
る
こ
と
を
や
め
、
感
性
だ
け
を
研
ぎ
澄
ま
せ
て
作
品
に
向
い
合
う
こ
と
。

④
　
自
分
が
無
自
覚
的
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
、
芸
術
作
品
は
か
く
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
思
い
込
み
を
取
り
去
る
こ
と
。

⑤
　
こ
れ
ま
で
に
な
い
新
た
な
表
現
方
法
を
受
容
す
る
た
め
、
心
を
白
紙
に
し
て
作
品
を
虚
心
に
読
み
込
む
こ
と
。
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問
5
　
空
欄
D
に
入
れ
る
の
に
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
→
解
答
用
紙
は
A
、

番
号
は
4

①
　
そ
の
ひ
と
の
精
神
年
齢
に
あ
っ
た
読
み
方
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

②
　
年
を
取
る
こ
と
で
太
宰
治
の
生
き
方
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た

③
　
若
い
と
き
に
は
気
が
つ
か
な
か
っ
た
読
み
方
を
発
見
し
た

④
　
太
宰
治
に
よ
う
や
く
そ
の
ひ
と
の
精
神
年
齢
が
お
い
つ
い
た

⑤
　
自
分
自
身
を
縛
っ
て
い
た
生
き
方
か
ら
自
由
に
な
れ
た

問
6
　
傍
線
E
「
夏
目
漱
石
と
い
う
作
家
に
つ
い
て
」
と
あ
る
が
、
筆
者
が
こ
こ
で
夏
目
漱
石
に
つ
い
て
言
お
う
と
し
て
い
る
内
容
は
ど
の
よ
う
な
こ
と

か
。
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
→
解
答
用
紙
は
A
、
番
号
は
5

①
　
夏
目
漱
石
の
今
日
的
な
評
価
は
時
代
ご
と
の
価
値
観
に
影
響
さ
れ
な
が
ら
形
成
さ
れ
て
来
た
も
の
で
あ
り
、
今
後
も
時
代
に
よ
っ
て
変
化
し
得

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

②
　
日
本
近
代
を
代
表
す
る
作
家
と
考
え
ら
れ
て
い
る
夏
目
漱
石
は
、
実
は
多
方
面
か
ら
の
評
価
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
総
合
し
た
評
価
が

必
要
だ
と
い
う
こ
と
。

③
　
夏
目
漱
石
の
評
価
は
徐
々
に
上
昇
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
戦
後
に
な
っ
て
よ
う
や
く
日
本
を
代
表
す
る
作
家
と
い
う
正
し
い
見
解
に
至
っ
た

と
い
う
こ
と
。

④
　
今
日
で
は
夏
目
漱
石
に
思
想
史
や
文
化
史
か
ら
光
が
当
て
ら
れ
て
お
り
、こ
の
見
地
か
ら
再
評
価
す
る
こ
と
で
漱
石
の
真
価
が
判
明
す
る
と
い
う
こ
と
。

⑤
　
大
正
時
代
に
「
漱
石
ど
ま
り
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
日
本
を
代
表
す
る
作
家
と
い
う
今
日
的
評
価
は
誤
り
で
あ

る
と
い
う
こ
と
。
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問
7
　
傍
線
F
「「
文
学
史
」
は
、
わ
れ
わ
れ
を
捕
ら
え
て
い
る
目
に
見
え
な
い
檻
に
な
る
」
と
あ
る
が
、
こ
の
内
容
を
四
五
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

（
句
読
点
等
も
一
字
と
数
え
る
）
→
解
答
用
紙
は
B

問
8
　
本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
と
し
て
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

→
解
答
用
紙
は
A
、
番
号
は
6

①
　
西
欧
で
は
一
貫
し
て
「
文
学
」
の
概
念
が
変
わ
ら
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
日
本
で
は
古
代
か
ら
各
時
代
の
「
文
学
」
概
念
が
形
成
さ
れ
、
明
治

に
な
っ
て
西
洋
の
「
文
学
」
概
念
と
合
流
し
た
。

②
　
作
品
に
対
す
る
評
価
は
時
代
の
価
値
観
に
よ
っ
て
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
が
、
作
品
の
根
本
的
な
価
値
は
普
遍
的
で
あ
る
た
め
、
作
品
の
本

質
的
な
美
を
見
極
め
る
態
度
が
求
め
ら
れ
る
。

③
　
抽
象
絵
画
に
お
け
る
色
と
形
が
形
成
す
る
美
を
鑑
賞
す
る
た
め
に
は
、
絵
画
は
具
体
的
な
対
象
を
描
く
も
の
と
い
う
従
来
の
価
値
観
か
ら
形
成

さ
れ
た
鑑
賞
態
度
を
一
度
放
棄
す
る
必
要
が
あ
る
。

④
　
谷
崎
潤
一
郎
の
評
価
は
昭
和
三
十
年
代
に
は
志
賀
直
哉
の
評
価
を
上
回
っ
た
が
、
こ
れ
は
谷
崎
が
属
す
る
文
学
流
派
へ
の
評
価
が
、
志
賀
が
属

す
る
文
学
流
派
へ
の
評
価
を
上
回
っ
た
た
め
で
あ
る
。

⑤
　
こ
れ
ま
で
の
文
学
史
は
作
家
や
作
品
、
雑
誌
、
流
派
な
ど
の
歴
史
を
意
味
し
た
が
、
今
後
は
文
学
的
観
念
や
制
度
の
欺ぎ

瞞ま
ん
を
明
ら
か
に
し
、
文

学
史
と
い
う
学
問
自
体
を
解
体
す
る
作
業
が
必
要
で
あ
る
。
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【二】	
現
代
文
②
　（
選
択
問
題
）

国
語
国
文
学
科
以
外
を
受
験
す
る
者
は
「
【二】
現
代
文
②
」
か
「
【三】
古
文
」
の
ど
ち
ら
か
を
選
択
し
解
答
す
る
こ
と
。

国
語
国
文
学
科
を
受
験
す
る
者
（
同
一
日
程
で
の
併
願
を
含
む
）
は
選
択
解
答
で
き
な
い
。

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

京
都
御
苑
で
月
一
回
行
わ
れ
て
い
る
キ
ノ
コ
の
観
察
会
に
参
加
し
て
い
る
。
友
人
に
誘
わ
れ
て
気
軽
に
参
加
し
て
以
来
、
こ
れ
が
今
や
欠
か
す
こ
と
の

で
き
な
い
大
切
な
時
間
に
な
っ
て
い
る
。
日
曜
の
午
前
中
、
希
望
者
が
御
苑
に
集
ま
り
、
長
年
ザ
ア

イ
ヤ
で
キ
ノ
コ
の
研
究
を
さ
れ
て
い
る
専
門
家
の
方
々

が
先
生
と
な
り
、
キ
ノ
コ
が
生
え
て
い
る
場
所
を
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
見
て
回
る
。
説
明
を
聞
い
て
、
実
物
を
見
て
、
ス
マ
ホ
で
写
真
を
撮
る
。
御
苑
は
採
取
禁

止
な
の
で
見
る
だ
け
。
参
加
者
は
老
若
男
女
様
々
で
、
多
い
と
き
は
五
〇
人
以
上
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
先
生
は
木
々
の
植
生
に
関

連
付
け
な
が
ら
、
周
り
に
生
え
て
い
る
キ
ノ
コ
の
種
類
や
働
き
の
説
明
を
し
て
く
れ
る
。
そ
れ
を
聞
い
て
い
る
と
生
命
が
互
い
を
必
要
と
し
な
が
ら
、
分

か
ち
難
い
関
係
性
の
も
と
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
森
の
な
か
を
歩
く
自
分
も
生
命
の
循
環
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
要
素
の
一
部
で
あ
る
こ

と
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

多
く
の
キ
ノ
コ
は
、
役
目
を
終
え
て
死
に
向
か
う
木
々
や
葉
に
生
え
て
、
そ
れ
を
土
に
返
す
た
め
に
日
々
働
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
キ
ノ
コ
を
知
る
こ

と
は
木
々
の
種
類
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
健
康
状
態
を
知
る
こ
と
で
も
あ
り
、
さ
ら
に
森
全
体
が
ど
の
よ
う
な
関
係
性
で
共
に
生
き
て
い
る
の
か
を
体
感

す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
先
生
は
キ
ノ
コ
を
起
点
と
し
て
自
然
界
の
全
体
像
を
教
え
て
く
だ
さ
る
。

キ
ノ
コ
は
地
中
や
地
表
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
張
り
巡
ら
せ
て
い
る
菌
類
の
一
部
分
で
、
胞
子
を
作
っ
て
カ
イ

ク
サ
ン
し
て
い
く
。
ふ
っ
く
ら
と
し
た
質
感
、

hochiai
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思
い
が
け
な
い
色
の
組
み
合
わ
せ
、
群
生
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
―
―
自
然
界
は
世
に
も
魅
力
的
な
造
形
を
生
み
出
す
。
つ
い
触
っ
て
み
た
り
、
口
に
入
れ
て
み

た
く
な
る
動
物
の
心
理
を
突
い
て
い
る
。
菌
類
は
死
ん
だ
木
や
落
ち
葉
を
土
に
戻
す
た
め
に
、
自
分
を
必
要
と
し
て
い
る
植
物
を
求
め
て
森
を
彷さ
ま
よ徨

っ
て

い
る
。
だ
か
ら
菌
類
が
な
か
っ
た
ら
森
は
分
解
さ
れ
な
い
倒
木
や
落
ち
葉
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
、
と
先
生
は
強
調
す
る
。
私
た
ち
が

見
て
い
る
キ
ノ
コ
はA
《
菌
類
仕
事
中
》
の
目
印
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

観
察
会
に
参
加
し
て
驚
く
の
は
、
子
供
た
ち
が
実
に
多
く
の
キ
ノ
コ
を
見
つ
け
て
く
る
こ
と
だ
。
枝
や
枯
葉
か
ら
生
え
て
い
る
髪
の
毛
の
よ
う
に
細
い

キ
ノ
コ
や
、
土
の
中
に
半
分
埋
ま
っ
た
松
笠
に
生
え
て
い
る
キ
ノ
コ
な
ど
、
う
っ
か
り
踏
み
つ
け
て
し
ま
い
そ
う
な
も
の
ま
で
見
逃
さ
な
い
。
目
線
が
低

い
と
い
う
の
も
関
係
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ま
る
で
土
の
表
面
だ
け
で
は
な
く
、
中
で
起
き
て
い
る
こ
と
を
身
体
の
感
覚
を
使
っ
て
予
測
し
な
が

ら
キ
ノ
コ
の
行
き
先
を
た
ど
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
む
し
ろ
人
間
が
生
ま
れ
た
と
き
に
は
、
土
と
身
体
の
間
に
境
界
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
さ

え
思
う
。
そ
の
様
子
を
見
て
い
る
と
、
大
人
に
な
っ
て
土
か
ら
離
れ
た
生
活
を
す
る
に
つ
れ
て
見
え
な
く
な
っ
た
も
の
の
多
さ
に
愕が
く

然ぜ
ん

と
す
る
と
同
時
に
、

生
ま
れ
て
間
も
な
い
こ
ろ
は
、
今
よ
り
も
ず
っ
と
多
く
の
も
の
が
見
え
て
い
た
と
思
う
と
な
ん
だ
か
楽
し
い
。
こ
の
世
界
が
多
く
の
見
え
な
い
生
き
物
に

よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
思
え
ば
、
私
た
ち
人
間
は
孤
独
を
感
じ
る
必
要
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

観
察
会
に
参
加
す
る
ま
で
キ
ノ
コ
に
つ
い
て
は
全
く
の
無
知
だ
っ
た
。
一
方
、
キ
ッ
チ
ン
で
日
々
姿
を
変
え
て
い
く
ヨ
ー
グ
ル
ト
や
塩
麹
を
つ
く
り
な

が
ら
、
舌
の
先
に
複
雑
な
感
覚
を
残
し
て
い
く
ワ
イ
ン
を
口
に
含
み
な
が
ら
、
押
し
入
れ
の
奥
で
革
靴
の
底
に
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
を
作
り
続
け
る
青
カ
ビ

に
驚
愕
し
な
が
ら
、
菌
の
働
き
の
こ
と
を
も
っ
と
知
り
た
い
と
も
思
っ
て
い
た
。
見
え
な
い
け
れ
ど
確
実
に
変
化
を
及
ぼ
す
そ
の
働
き
の
な
か
に
、
ふ
と

自
分
の
仕
事
の
あ
り
方
を
説
明
し
て
く
れ
る
何
か
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
か
ら
だ
。
そ
れ
自
体
は
目
に
見
え
な
い
け
れ
ど
、
そ
れ
が
な
い
と
成

り
立
た
な
い
も
の
。
何
か
と
何
か
の
間
に
入
っ
て
作
用
す
る
も
の
。
そ
ん
な
働
き
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
思
っ
て
い
た
。

私
は
大
学
で
美
術
史
を
専
攻
す
る
な
か
で
、
あ
る
作
品
を
き
っ
か
け
に
作
家
と
い
う
ひ
と
り
の
人
間
の
生
き
方
や
、
そ
の
人
が
生
き
た
時
代
や
社
会
、

環
境
な
ど
が
同
心
円
状
に
広
が
り
な
が
ら
見
え
て
く
る
こ
と
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
美
術
作
品
は
い
ろ
い
ろ
な
偶
然
や
必
然
、

X

な
ノ
イ
ズ
の
も
と
に
生
ま
れ
て
く
る
。
仕
方
な
く
そ
の
時
に
あ
る
材
料
で
作
っ
た
も
の
。
た
ま
た
ま
出
会
っ
た
対
象
を
描
い
た
も
の
。
与
え
ら
れ
た
環
境

hochiai
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を
生
き
抜
く
た
め
に
必
要
に
迫
ら
れ
て
作
ら
れ
た
も
の
。
む
し
ろ
で
き
た
当
時
は
作
品
と
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
も
多
い
。
そ
の
よ
う
に
作
品
を

起
点
と
し
て
世
界
の
断
片
を
知
る
こ
と
は
、
そ
の
時
代
と
場
所
を
生
き
た
人
間
と
対
話
を
す
る
か
の
よ
う
で
、
作
品
と
自
分
と
の
距
離
感
も
ぐ
っ
と
縮

ま
っ
て
く
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
い
つ
・
ど
こ
で
・
誰
が
・
ど
う
見
る
か
に
よ
っ
て
作
品
の
捉
え
ら
れ
方
が
変
化
し
て
い
く
し
、
事
実
、
そ
の
価
値
も
ひ
と

つ
で
は
な
い
は
ず
だ
。

そ
の
こ
と
を
別
の
環
境
で
確
か
め
よ
う
と
ロ
ン
ド
ン
の
大
学
院
で
は
キ
ュ
ラ
ト
リ
ア
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
を
専
攻
し
た
。
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
と
は
一
般
的

に
は
美
術
館
の
学
芸
員
の
こ
と
で
、
与
え
ら
れ
た
環
境
の
な
か
で
ど
う
い
う
文
脈
と
流
れ
で
作
品
を
展
示
す
る
か
を
吟
味
す
る
こ
と
が
仕
事
だ
。

と
こ
ろ
が
、
私
が
入
っ
た
大
学
院
は
街
場
に
学
生
を
放
ち
、
展
示
場
所
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
作
品
を
見
せ
る
環
境
と
文
脈
を
自
分
で
作
り
、
場
所

や
作
家
と
直
接
交
渉
を
す
る
こ
と
が
課
題
に
な
っ
て
い
た
。
時
代
は
二
〇
〇
〇
年
代
、
ロ
ン
ド
ン
は
現
代
美
術
に
沸
ウ

い
て
い
た
。
一
六
人
ほ
ど
の
ゼ
ミ
に

は
世
界
中
か
ら
既
存
の
ア
ー
ト
の
あ
り
方
に
対
し
て
言
い
た
い
こ
と
が
あ
り
そ
う
な
学
生
た
ち
が
集
ま
り
、
日
々
作
品
の
評
価
に
つ
い
て
議
論
を
し
て
い

た
。
そ
れ
は
文
字
通
り
闘
い
の
様
相
を
呈
エ

し
て
い
て
、
私
は
目
の
前
を
行
き
交
う
空
気
弾
の
よ
う
な
言
葉
の
武
器
を
往
来
を
眺
め
な
が
ら
、
彼
ら
が
ど
こ

ま
で
も
正
解
を
求
め
て
い
る
よ
う
で
、
人
が
作
る
も
の
に
た
っ
た
一
つ
の
価
値
な
ん
て
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
と
疑
問
に
思
っ
て
い
た
。

そ
の
後
、
私
は
日
本
に
帰
っ
て
企
業
に
入
り
、
文
化
事
業
の
担
当
と
し
て
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
や
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
い
っ
た
作
家
と
と
も
に
作
品
を
作
る
仕
事

を
一
五
年
に
わ
た
り
行
っ
た
。
そ
れ
が
展
覧
会
だ
け
で
は
な
く
、
店
舗
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
や
催
事
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
や
美
術
館
に

勤
め
る
美
術
畑
の
人
か
ら
見
る
と
キ＊
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
は
別
も
の
と
思
わ
れ
が
ち
だ
っ
た
が
、
逆
に
私
に
は
そ
れ
が
心
地
よ
か
っ
た
。
美
術
と
は
こ
う
あ

る
べ
き
だ
と
い
う
枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
ず
、
表
現
に
注
力
で
き
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
私
に
と
っ
て
、
価
値
を
つ
く
る
人
す
べ
て
が
作
家
だ
っ
た
。
彼

ら
の
問
い
を
こ
の
世
界
に
伝
え
る
た
め
に
、
彼
ら
が
作
品
に
落
と
し
こ
ん
だ
も
の
に
応
答
し
、
こ
ん
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
自

分
の
予
感
と
す
り
合
わ
せ
な
が
ら
共
に
進
む
。
見
え
な
い
も
の
に
は
正
解
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
抽
象
の
力
を
借
り
、
形
の
魅
力
を
で
き
る
だ
け
発
揮
さ

せ
る
こ
と
が
、
そ
の
問
い
を
よ
り
遠
く
ま
で
届
け
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
だ
っ
た
。

実
際
に
そ
の
仕
事
に
関
わ
る
う
ち
に
、
作
る
こ
と
に
は
ひ
と
つ
の
分
野
に
お
さ
ま
ら
な
い
も
っ
と
大
き
な
働
き
が
あ
る
こ
と
を
実
感
し
て
い
っ
た
。
そ

hochiai
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の
感
覚
を
人
と
共
有
で
き
な
い
歯は

痒が
ゆ
さ
を
感
じ
つ
つ
、
作
家
と
の
対
話
の
な
か
で
は
ど
こ
か
生
物
と
し
て
必
要
な
プ
ロ
セ
ス
を
踏
ん
で
い
る
か
の
よ
う
な

「
確
か
ら
し
さ
」
を
感
じ
て
い
た
。
そ
れ
は
不
確
定
な
世
界
の
な
か
を
進
む
原
動
力
の
よ
う
な
も
の
で
、
こ
の
地
球
上
に
生
き
る
生
命
す
べ
て
が
行
っ
て

い
る
は
ず
の
こ
と
だ
っ
た
。

作
品
は
問
い
を
形
に
し
た
も
の
で
、
展
覧
会
は
見
せ
た
い
も
の
が
あ
る
か
ら
こ
そ
成
り
立
つ
機
会
で
あ
る
。
で
も
作
家
と
や
り
取
り
を
し
て
い
る
と
、

い
わ
ゆ
る
展
覧
会
で
は
な
い
方
法
で
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の

Y

を
伝
え
た
ほ
う
が
む
し
ろ
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
の
思
い
に
至
る
こ
と
も
ま

ま
あ
る
。
そ
の
試
行
錯
誤
の
な
か
に
こ
そ
作
家
本
人
や
そ
の
周
り
の
人
々
に
活
力
を
与
え
る
何
か
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
展
覧
会
は
通
過
点
で
し
か
な

い
。
一
つ
の
成
果
が
生
ま
れ
た
瞬
間
、
次
の
課
題
が
ち
ら
つ
い
て
く
る
。
だ
か
ら
こ
そ
常
に
作
り
続
け
る
、
考
え
続
け
る
、
共
振
し
続
け
る
と
い
う
運
動

で
あ
る
こ
と
が
相ふ
さ
わ応

し
い
よ
う
な
が
気
が
す
る
。

と
B

こ
ろ
が
そ
れ
は
と
て
も
通
じ
づ
ら
い
。
人
は
形
あ
る
も
の
を
求
め
る
。
菌
類
に
つ
い
て
も
そ
う
で
あ
る
。
人
間
は
〈
子
孫
を
残
す
役
割
を
担
う
キ
ノ

コ
〉
ば
か
り
追
い
求
め
て
い
る
。
し
か
し
菌
類
の
役
割
は
そ
れ
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
。
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
菌
糸
と
い
う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
、
そ

れ
を
地
中
か
ら
地
表
か
ら
広
範
囲
に
張
り
巡
ら
せ
、
離
れ
た
と
こ
ろ
に
い
る
植
物
に
栄
養
を
届
け
て
い
る
。
し
か
も
迷
路
の
よ
う
に
複
雑
な
自
然
環
境
の

な
か
で
、
最
適
な
ル
ー
ト
を
作
っ
て
進
ん
で
い
く
と
い
う
特
性
が
あ
る
こ
と
を
示
す
実
験
結
果
も
出
て
い
る
と
い
う
（『
菌
類
が
世
界
を
救
う
　
キ
ノ
コ
・

カ
ビ
・
酵
母
た
ち
の
脅＊
威
の
能
力
』
マ
ー
リ
ン
・
シ
ェ
ル
ド
レ
イ
ク
、
鍛
原
多
惠
子
訳
、
河
出
書
房
新
社
、
五
九
～
六
二
頁
参
照
）。
そ
れ
が
な
い
と
木
々

は
育
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
ひ
い
て
は
森
を
作
り
上
げ
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
だ
。

私
が
作
品
制
作
の
プ
ロ
セ
ス
に
参
加
す
る
と
き
に
ま
ず
行
う
の
は
、
作
家
が
世
界
に
向
け
て
投
げ
か
け
て
い
る
問
い
を
共
有
す
る
こ
と
だ
。
そ
こ
か
ら

対
話
を
重
ね
て
、
な
ん
ら
か
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
様
々
な
形
で
表
現
し
て
い
く
の
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
現
実
世
界
に
チ
オ

ャ
ク
チ
し
な
い
。
私
が
最
も
強
く

自
分
の
「
仕
事
」
を
感
じ
る
の
は
、
自
分
や
作
家
と
は
全
く
関
係
の
な
い
第
三
者
と
の
関
連
性
が
現
れ
た
と
き
だ
。
例
え
ば
、
展
覧
会
の
場
所
や
タ
イ
ミ

ン
グ
、
文
脈
の
作
り
方
、
作
品
を
伝
え
る
た
め
の
メ
デ
ィ
ア
の
種
類
や
デ
ザ
イ
ン
、
そ
れ
を
誰
に
語
っ
て
も
ら
う
か
な
ど
、
届
け
方
や
出
会
い
方
を
工
夫

す
る
こ
と
で
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
人
の
心
の
扉
を
開
く
と
き
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
私
た
ち
を
取
り
巻
く
社
会
や
環
境
、
課
題
に
関
連
し
た
す
べ
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て
の
歴
史
と
、
伝
え
る
た
め
の
技
術
や
美
意
識
と
い
っ
た
多
様
多
彩
な
要
素
を
接
続
し
て
い
っ
て
、
混
沌
と
し
た
暗
闇
の
な
か
に
か
す
か
に
見
え
る
淡
い

光
の
道
筋
を
追
い
な
が
ら
、
手
探
り
で
そ
の
思
い
を
形
に
し
て
い
く
。
出
来
上
が
っ
た
も
の
を
見
た
と
き
、
と
き
お
り
少
し
裏
切
ら
れ
た
よ
う
な
気
が
す

る
。
で
も
そ
れ
は
、
作
品
が
自
分
の
頭
の
な
か
で
描
い
て
い
た
も
の
を
超
え
た
証
拠
で
も
あ
っ
て
、
そ
れ
が
自
立
し
、
さ
ら
に
次
の
課
題
に
お
の
ず
か
ら

向
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

キ
ノ
コ
観
察
会
に
参
加
し
て
い
る
と
、「
…
…
も
ど
き
」
と
い
う
よ
う
な
キ
ノ
コ
の
名
前
を
よ
く
耳
に
す
る
。
そ
れ
は
、
実
際
の
キ
ノ
コ
の
あ
り
方
が
、

科
学
の
整
理
し
た
分
類
に
当
て
は
ま
ら
な
い
の
で
そ
れ
と
言
い
切
る
こ
と
が
で
き
ず
、
や
ん
わ
り
と
グ
ル
ー
プ
に
入
れ
て
呼
ぶ
方
法
だ
そ
う
だ
。
キ
C

ノ
コ

は
や
す
や
す
と
枠
組
み
を
超
え
て
い
く
。
先
生
は
観
察
会
で
分
類
で
き
な
い
キ
ノ
コ
が
見
つ
か
る
た
び
に
説
明
の
難
し
さ
に
苦
し
み
な
が
ら
も
「
現
場
で

は
本
に
書
い
て
あ
る
こ
と
と
は
違
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
」
と
野
外
観
察
の
醍だ
い

醐ご

味み

を
語
り
な
が
ら
、
目
を
キ
ラ
キ
ラ
さ
せ
る
。
ま
る
で
現
場
に
し
か

な
い
不
確
か
さ
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
得
る
か
よ
う
に
。

こ
の
世
界
に
あ
っ
て
ど
ん
な
枠
組
み
に
も
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
、
も
し
く
は
そ
こ
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
に
は
、
そ
れ
を
的
確
に
示
す
言
葉
も

当
て
は
め
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
も
な
い
は
ず
だ
。
私
は
菌
類
の
動
き
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
、
同
時
に
分
類
で
き
な
い
人
間
の
創
造
を
も
追
っ
て
い
る
。
そ
う

す
る
こ
と
で
、
こ
の
地
球
に
生
き
る
生
命
と
し
て
の
確
か
ら
し
さ
を
感
じ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
私
は
今
も
キ
ノ
コ
か
ら
多
く
の
こ
と
を
教
わ
っ
て

い
る
。
そ
れ
は
逸
脱
す
る
も
の
を
受
け
入
れ
る
こ
と
、
自
然
の
循
環
の
な
か
に
人
間
の
営
み
を
戻
す
こ
と
、
成
果
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
目
に
見
え
な
い
創

造
の
蠢う
ご
めき

の
な
か
に
身
を
投
じ
る
こ
と
で
あ
る
。

（
永
井
佳
子
「
見
え
な
い
キ
ノ
コ
の
勤
勉
な
日
々
」
に
よ
る
）

注
　
＊
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
―
―
美
術
館
・
博
物
館
な
ど
の
展
示
・
企
画
、
情
報
な
ど
特
定
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
、
作
品
を
集
め
る
こ
と
。

＊
脅
威
―
―
正
し
く
は
「
驚
異
」
だ
が
、
問
題
文
で
は
原
文
の
ま
ま
と
し
た
。

hochiai
四角形
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問
1
　
傍
線
ア
、
イ
、
オ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
で
、
傍
線
ウ
、
エ
の
漢
字
の
読
み
を
平
仮
名
で
、
そ
れ
ぞ
れ
書
き
な
さ
い
。
→
解
答
用
紙
は
B

ア
　
ザ
イ
ヤ
　
　
　
イ
　
カ
ク
サ
ン
　
　
　
ウ
　
沸
（
い
て
）　
　
　
エ
　
呈
（
し
て
）　
　
　
オ
　
チ
ャ
ク
チ

問
2
　
傍
線
A「《
菌
類
仕
事
中
》」
と
は
、ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
、次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、

そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
→
解
答
用
紙
は
A
、
番
号
は
1

①
　
菌
類
が
自
ら
の
生
存
を
優
先
し
て
、
自
然
界
の
生
物
と
の
関
係
性
を
持
と
う
と
し
て
い
る
こ
と
。

②
　
キ
ノ
コ
が
菌
類
の
種
類
を
広
く
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
色
や
形
を
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

③
　
菌
類
が
見
え
な
い
作
用
を
見
え
る
形
に
す
る
た
め
に
、
胞
子
に
刺
激
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
示
す
印
を
つ
け
て
い
る
こ
と
。

④
　
菌
類
が
目
に
見
え
な
い
と
こ
ろ
に
存
在
し
、
自
然
界
の
生
物
を
生
命
体
と
し
て
成
り
立
た
せ
て
い
る
こ
と
。

⑤
　
胞
子
が
森
の
生
態
系
を
守
る
た
め
に
、
そ
れ
を
脅
か
す
よ
う
な
、
外
か
ら
侵
入
し
て
き
た
異
な
る
胞
子
を
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
。

問
3
　
空
欄
X
、Y
に
入
れ
る
の
に
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
、次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

→
解
答
用
紙
は
A
、
番
号
は
X
は
2
、
Y
は
3

X
　
①
　
完
全
無
欠 

　
　
　
②
　
人
畜
無
害
　
　
　
③
　
多
種
多
様
　
　
　
④
　
一
心
不
乱
　
　
　
⑤
　
本
末
転
倒

Y
　
①
　
自
己
撞ど
う

着ち
ゃ
く　

　
　
②
　
起
承
転
結
　
　
　
③
　
紆う

余よ

曲
折
　
　
　
④
　
四
面
楚そ

歌か

　
　
　
⑤
　
毀き

誉よ

褒ほ
う
貶へ

ん

問
4
　
傍
線
B
「
と
こ
ろ
が
そ
れ
は
と
て
も
通
じ
づ
ら
い
」
と
あ
る
が
、「
そ
れ
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
四
〇
字
以
内
で

説
明
し
な
さ
い
。（
句
読
点
等
も
一
字
と
数
え
る
）
→
解
答
用
紙
は
B
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問
5
　
傍
線
C
「
キ
ノ
コ
は
や
す
や
す
と
枠
組
み
を
超
え
て
い
く
」
と
あ
る
が
、
キ
ノ
コ
の
ど
の
よ
う
な
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
か
。
も
っ
と
も
適

切
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
→
解
答
用
紙
は
A
、
番
号
は
4

①
　
人
間
に
よ
る
学
問
的
な
分
類
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
も
の
が
、
い
く
ら
で
も
存
在
す
る
こ
と
。

②
　
森
林
と
の
関
係
の
な
か
で
生
き
る
こ
と
が
、
菌
類
と
し
て
自
然
の
姿
で
あ
る
こ
と
。

③
　
他
に
は
見
ら
れ
な
い
特
異
な
働
き
を
す
る
も
の
が
多
い
こ
と
。

④
　
動
物
に
寄
生
す
る
こ
と
で
、
生
存
し
や
す
い
菌
類
で
あ
る
こ
と
。

⑤
　
食
材
と
し
て
認
識
さ
れ
、
利
用
さ
れ
る
機
会
が
多
い
こ
と
。

問
6
　
本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
と
し
て
、
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

→
解
答
用
紙
は
A
、
番
号
は
5

①
　
人
間
が
成
長
し
て
い
く
な
か
で
は
、
未
知
の
人
や
も
の
に
触
れ
る
こ
と
で
、
好
奇
心
や
探
究
心
が
育
ま
れ
る
。

②
　
複
数
の
対
象
を
つ
な
い
だ
り
、
次
な
る
展
開
を
促
す
き
っ
か
け
を
作
る
点
で
菌
類
と
筆
者
の
仕
事
の
あ
り
方
は
似
て
い
る
。

③
　
生
物
の
観
察
は
集
中
力
や
知
識
の
蓄
積
が
あ
っ
て
こ
そ
可
能
に
な
る
の
で
、
子
ど
も
よ
り
も
大
人
が
適
し
て
い
る
。

④
　
芸
術
作
品
を
正
し
く
評
価
す
る
に
は
、
作
家
の
言
葉
や
作
家
の
意
図
よ
り
も
、
鑑
賞
者
の
想
像
力
に
拠
る
部
分
が
大
き
い
。

⑤
　
人
間
に
は
、
自
然
界
の
中
心
に
居
続
け
る
こ
と
で
、
そ
の
全
体
を
見
渡
し
、
未
来
を
見
据
え
た
環
境
保
持
に
努
め
る
義
務
が
あ
る
。
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【三】	
古
　
文
　（
選
択
問
題
）

国
語
国
文
学
科
を
受
験
す
る
者
（
同
一
日
程
で
の
併
願
を
含
む
）
は
全
員
解
答
す
る
こ
と
。

国
語
国
文
学
科
以
外
を
受
験
す
る
者
は
「
【二】
現
代
文
②
」
か
「
【三】
古
文
」
の
ど
ち
ら
か
を
選
択
し
解
答
す
る
こ
と
。

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

こ＊
の
宮
の
御
腹は

ら

の＊
一い

ち

の
親み

王こ

敦あ
つ

明あ
き
ら

親
王
と
て
、
式し

き

部ぶ

卿き
や
うと

申
し
し
a

ほ
ど
に
、
長＊
和
五
年
正
月
二
十
九
日
、
三
条
院
お
り
さ
せ
た
ま
へ
ば
、
こ
の
式
部

卿
、
東と
う
宮ぐ

う
に
た
た
せ
た
ま
ひ
に
き
。
御
年
二
十
三
。
た
だ
し
、
道
理
あ
る
こ
と
と
、
皆み

な
人ひ

と
思
ひ
申
し
し
ほ
ど
に
、
二
年
ば
か
り
あ
り
て
、
い
か
が
思お

ぼ
し
召め

し
け
む
、
宮＊
た
ち
と
申
し
し
折
、
よ
ろ
づ
に
遊
び
な
ら
は
せ
た
ま
ひ
て
、
う
ア

る
は
し
き
御
有
様
い
と
く
る
し
く
、
い
A

か
で
か
か
ら
で
も
あ
ら
ば
や
、
と
思

し
な
ら
れ
て
、
皇＊
后
宮
に
、「
か
く
な
む
思
ひ
は
べ
る
」
と
申
さ
せ
た
ま
ふ
を
、
い
か
で
か
は
、「
げ
に
さ
も
」
と
は
思
さ
む
ず
る
。「
す
べ
て
あ
さ
ま
し

く
、
あ
B

る
ま
じ
き
こ
と
」
と
の
み
諫い

さ
め
申
さ
せ
た
ま
ふ
に
、
思
し
あ
ま
り
て
、
入＊
道
殿
に
御
消せ

う
息そ

こ
あ
り
け
れ
ば
、
ま
C

ゐ
ら
せ
た
ま
へ
る
に
、
御
物
語
こ
ま

や
か
に
て
、「
こ
の
位く
ら
ゐ

去
り
て
、た
だ
心
や
す
く
て
あ
ら
む
と
な
む
思
ひ
は
べ
る
」
と
聞
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、「
さ
イ

ら
に
さ
ら
に
う
け
た
ま
は
ら
じ
。

さ
は
、
三
D

条
院
の
御
末す

ゑ
は
絶
え
ね
と
思
し
召
し
、
お
き
て
さ
せ
た
ま
ふ
か
。
い
と
あ
さ
ま
し
く
か
な
し
き
御
こ
と
な
り
。
か
か
る
御
心
の
つ
か
せ
た
ま
ふ

は
、
こ
と
ご
と
な
ら
じ
、
た
だ＊
冷れ

い

泉ぜ
い

院ゐ
ん

の
御
物も

の

の
怪け

な
ど
の
思
は
せ
た
て
ま
つ
る
な
り
。
さ
思
し
召
す
べ
き
ぞ
」
と
啓
E

し
た
ま
ふ
に
、「
さ
ら
ば
、
た
だ

本ほ

意い

あ
る
出す

家け

に
こ
そ
は
あ
な
れ
」
と
の
た
ま
は
す
る
に
、「
さ
ま
で
思
し
召
す
こ
と
な
れ
ば
、い
F

か
が
は
と
も
か
く
も
申
さ
む
。
内う

ち
に
奏
し
は
べ
り
て
を
」

と
申
さ
せ
た
ま
ふ
折
に
ぞ
、
御
気け

色し
き

い
と
よ
く
な
ら
せ
た
ま
ひ
に
b

け
る
。

（『
大
鏡
』
に
よ
る
）
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注
　
＊
こ
の
宮
―
―
三
条
天
皇
の
皇
后
宮
娍
子
。

＊
一
の
親
王
―
―
三
条
天
皇
の
第
一
皇
子
。

＊
長
和
五
年
―
―
西
暦
一
〇
一
六
年
。
こ
の
年
、
三
条
天
皇
が
譲
位
し
て
後
一
条
天
皇
が
即
位
し
、
敦
明
親
王
は
皇
太
子
と
な
っ
た
。

＊
宮
た
ち
―
―
敦
明
親
王
の
こ
と
。
ま
だ
皇
太
子
で
は
な
か
っ
た
頃
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

＊
皇
后
宮
―
―
皇
太
子
敦
明
親
王
の
生
母
、
娍
子
。

＊
入
道
殿
―
―
藤
原
道
長
。

＊
冷
泉
院
の
御
物
の
怪
―
―
敦
明
親
王
の
祖
父
、
冷
泉
院
に
つ
い
た
怨お
ん

霊り
よ
う。

怨
霊
は
、
そ
の
人
個
人
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
子
孫
に
も
祟
る
と
さ

れ
た
。
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問
1
　
傍
線
ア
「
う
る
は
し
き
」、
傍
線
イ
「
さ
ら
に
さ
ら
に
う
け
た
ま
は
ら
じ
」
の
意
味
と
し
て
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か

ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
→
解
答
用
紙
は
A
、
番
号
は
ア
は
1
、
イ
は
2

ア
　
う
る
は
し
き

①
　
容
姿
が
整
っ
た

②
　
き
ち
ん
と
し
た

③
　
本
格
的
な

④
　
親
し
い

⑤
　
本
物
の

イ
　
さ
ら
に
さ
ら
に
う
け
た
ま
は
ら
じ

①
　
も
ち
ろ
ん
う
け
た
ま
わ
り
ま
す

②
　
絶
対
に
う
け
た
ま
わ
り
ま
せ
ん

③
　
ま
す
ま
す
う
け
た
ま
わ
る
気
に
な
れ
ま
せ
ん

④
　
ほ
と
ん
ど
う
け
い
れ
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う

⑤
　
少
し
は
う
け
い
れ
ら
れ
る
で
し
ょ
う 
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問
2
　
傍
線
A
「
い
か
で
か
か
ら
で
も
あ
ら
ば
や
」
の
現
代
語
訳
と
し
て
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号

を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
→
解
答
用
紙
は
A
、
番
号
は
3

①
　
ど
う
に
か
世
話
に
な
ら
な
い
で
済
む
方
法
は
な
い
だ
ろ
う
か

②
　
な
ん
と
か
こ
の
よ
う
な
生
活
を
し
た
い
か
ら
だ
ろ
う
か

③
　
な
ん
と
か
し
て
こ
の
よ
う
で
な
い
生
活
が
し
た
い

④
　
ど
う
や
っ
て
こ
の
よ
う
で
な
い
生
活
を
す
れ
ば
よ
い
の
か

⑤
　
ど
う
か
悪
い
こ
と
が
身
に
降
り
か
か
ら
な
い
で
ほ
し
い

問
3
　
傍
線
B
「
あ
る
ま
じ
き
こ
と
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
、
二
五
字
以
上
三
五
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。（
句
読
点
等
も
一
字

と
数
え
る
）
→
解
答
用
紙
は
B

問
4
　
傍
線
C
「
ま
ゐ
ら
せ
た
ま
へ
る
」
と
あ
る
が
、
誰
が
誰
の
も
と
に
参
上
し
た
の
か
、
組
み
合
わ
せ
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち

か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
→
解
答
用
紙
は
A
、
番
号
は
4

①
　
道
長
が
敦
明
親
王
の
も
と
に
参
上
し
た

②
　
道
長
が
皇
后
宮
の
も
と
に
参
上
し
た

③
　
三
条
院
が
敦
明
親
王
の
も
と
に
参
上
し
た

④
　
皇
后
宮
が
三
条
院
の
も
と
に
参
上
し
た

⑤
　
皆
人
が
三
条
院
の
も
と
に
参
上
し
た
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問
5
　
傍
線
D
「
三
条
院
の
御
末
は
絶
え
ね
と
思
し
召
し
、
お
き
て
さ
せ
た
ま
ふ
か
」
の
現
代
語
訳
と
し
て
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の

う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
→
解
答
用
紙
は
A
、
番
号
は
5

①
　
父
君
三
条
院
の
皇
統
は
絶
え
る
こ
と
は
な
い
、
と
お
思
い
に
な
っ
て
、
お
決
め
な
さ
っ
た
の
で
す
か

②
　
父
君
三
条
院
の
皇
統
は
絶
え
な
い
で
ほ
し
い
、
と
お
思
い
に
な
っ
て
、
お
決
め
な
さ
っ
た
の
で
す
か

③
　
父
君
三
条
院
の
皇
統
は
絶
え
て
し
ま
う
、
と
お
思
い
に
な
っ
て
、
お
決
め
な
さ
っ
た
の
で
す
か

④
　
父
君
三
条
院
の
皇
統
は
絶
え
て
し
ま
え
、
と
お
思
い
に
な
っ
て
、
お
決
め
な
さ
っ
た
の
で
す
か

⑤
　
父
君
三
条
院
の
皇
統
は
絶
え
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
お
思
い
に
な
っ
て
、
お
決
め
な
さ
っ
た
の
で
す
か

問
6
　
傍
線
E「
啓
し
た
ま
ふ
」
と
あ
る
が
、誰
が
誰
に
申
し
上
げ
た
の
か
、組
み
合
わ
せ
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、

そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
→
解
答
用
紙
は
A
、
番
号
は
6

①
　
道
長
が
敦
明
親
王
に
申
し
上
げ
た

②
　
道
長
が
皇
后
宮
に
申
し
上
げ
た

③
　
三
条
院
が
敦
明
親
王
に
申
し
上
げ
た

④
　
皇
后
宮
が
三
条
院
に
申
し
上
げ
た

⑤
　
皆
人
が
三
条
院
に
申
し
上
げ
た

問
7
　
傍
線
F
「
い
か
が
は
と
も
か
く
も
申
さ
む
」
を
現
代
語
訳
し
な
さ
い
。
→
解
答
用
紙
は
B
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問
8
　
二
重
傍
線
a
、
b
の
助
動
詞
の
意
味
と
活
用
形
と
し
て
正
し
い
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な

さ
い
。
→
解
答
用
紙
は
A

a
　
し

意
味
→
番
号
は
7

　
①
　
使
役
　
　
　
　
②
　
尊
敬
　
　
　
　
③
　
自
発
　
　
　
　
④
　
完
了
　
　
　
　
⑤
　
過
去

活
用
形
→
番
号
は
8

　
①
　
未
然
形
　
　
　
②
　
連
用
形
　
　
　
③
　
終
止
形
　
　
　
④
　
連
体
形
　
　
　
⑤
　
已
然
形
　
　
　
⑥
　
命
令
形

b
　
に

意
味
→
番
号
は
9

　
①
　
婉
曲
　
　
　
　
②
　
断
定
　
　
　
　
③
　
完
了
　
　
　
　
④
　
過
去
　
　
　
　
⑤
　
強
意

活
用
形
→
番
号
は
10

　
①
　
未
然
形
　
　
　
②
　
連
用
形
　
　
　
③
　
終
止
形
　
　
　
④
　
連
体
形
　
　
　
⑤
　
已
然
形
　
　
　
⑥
　
命
令
形



一
．
問
題
は
、
大
問
【一】
か
ら
【三】
ま
で
あ
る
。
大
問
【二】

【三】
は
ど
ち
ら
か
を
選
択
し
解
答
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
国
語
国
文
学
科
を

受
験
す
る
者（
同
一
日
程
で
の
併
願
を
含
む
）は
、
左
記
に
指
示
さ
れ
た
問
題
を
選
択
し
解
答
す
る
こ
と
。

【一】
現
代
文
①
　
必
答
問
題
　
受
験
者
全
員
が
解
答
す
る
こ
と
。

【二】
現
代
文
②
　
選
択
問
題
　
国
語
国
文
学
科
を
受
験
す
る
者（
同
一
日
程
で
の
併
願
を
含
む
）は
選
択
解
答
で
き
な
い
。

【三】
古
　
文
　
　
選
択
問
題
　

国
語
国
文
学
科
を
受
験
す
る
者（
同
一
日
程
で
の
併
願
を
含
む
）は
全
員
解
答
す
る
こ
と
。

二
．
解
答
用
紙
は
、
A（
マ
ー
ク
シ
ー
ト
方
式
）と
B（
記
述
方
式
）の
二
枚
あ
る
。
監
督
者
の
指
示
に
基
づ
き
、
所
定
欄
に
受
験
番
号

と
氏
名
を
記
入
す
る
こ
と
。

三
．
解
答
は
、
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
し
、
欄
外
に
は
何
も
記
さ
な
い
こ
と
。

四
．
選
択
問
題

【二】

【三】
は
、
選
択
し
た
大
問
に
つ
い
て
、
解
答
用
紙
の
所
定
欄
に
○
印
を
付
け
る
こ
と
。

な
お
、
次
の
場
合
は
そ
の
大
問
の
す
べ
て
の
解
答
が
無
効
と
な
る
。

・
所
定
欄
の
大
問
選
択
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合

・
所
定
欄
の
大
問
選
択
と
異
な
る
大
問
を
解
答
し
た
場
合

・
解
答
用
紙
A
と
B
で
選
択
し
た
大
問
が
異
な
る
場
合

・
選
択
で
き
な
い
大
問
を
解
答
し
た
場
合

五
．
試
験
時
間
は
、
六
〇
分
で
あ
る
。

注

意

事

項


