
くもんの

.0

y

こわくない

古文・漢文

トドリル

9

.',

月1"冊

正答(または模範解答例)のあとの〔〕内は別解てす。
も林ん

Cコ

本●

?
.

、1!

則̂̂

高校人試スタ

解
答
と
解
説

?
 
V
.
、

ノ

各本
'

Q
 
、,



ま
ぬ
け
な
中
問
の
言
い
損
な
い

1
今
さ
ら
『
寒
い
」
と
は
言
え
ず

ー
ウ
 
2
ね
ず
み
・
足
イ

2

3

池
に
落
と
し
た
酒
瓶
は

1
浮
草
 
2
飲
ん
、
 
3

'
暴
れ
馬
と
わ
か
っ
た
と
た
ん
に

2
①
ア
②
つ
ば
烏

ψ

1
『
そ
こ
に
べ
」
つ
て
魚
の
名
前
な
ん
だ
け
ど

2

3

1
.
消
え
て
し
ま
っ
た
目
印

1
目
印

け
ち
な
男
の
ぱ
か
げ
た
し
わ
ざ

4
ウ

2

3

1
 
2
ウ
 
3

^
猫
の
首
に
鈴
を
付
け
る
の
は
だ
れ
?

1

・
人
の
お
だ
て
に
乗
っ
て
は
い
け
な
い

ー
ア
 
2
鼻
声
ア

◆
お
腹
が
バ
ン
ク
し
た
蛙

ー
ウ
 
2
か
ぶ
、

4

3

田
蟻
の
恩
返
し

蜂
飼
の
大
臣
の
手
が
ら

2
ア
 
3
ア

1
無
の
こ
と

蜂

4
枇
杷
〔
ぴ
〕

孝
行
心
が
も
た
ら
し
た
不
思
議
な
力

2
 
叩
父

1
良
い
こ
と
を
ま
ね
る
の
は
良
い
こ
と
だ

行
 
2
ウ

3

1
.
盗
ま
れ
た
小
袖
を
泥
棒
に
返
し
た
尼

2

^
ゆ
ず
泥
棒
の
み
ご
と
な
チ
ー
ム
ワ
ー
ク

2

1
尖
足
手
 
2
高
い
目
〔
眼
〕

3
①
ア
②
ア

歌
が
書
か
れ
た
母
上
の
手
紙

〔
男
〕
母

2
1
 
2

1
'
『
か
さ
ね
」
と
い
う
名
の
女
の
子

ー
ウ
 
2
ア
 
3
ア

3

3
①
②

用
も
な
い
の
に
人
を
訪
ね
る
べ
か
ら
ず

11

1
 
僧
は
い
っ
た
い
何
歳
な
の
か
?

1
①
十
四
②
七
十
・

、ノ

6

2 2

秋
と
冬
の
あ
わ
れ
な
る
も
の

ー
ウ
 
2
ア
 
3

1
①
盗
人
〔
強
盗
泥
〕
小
袖

1
 
芸
は
国
王
を
助
け
る

楚
王
鈴
 
2
ア
 
3
敵
ど
も
楚
王

;
ね
ず
み
に
え
さ
を
与
え
た
優
し
い
男

ー
ー
ウ
 
2

.
気
が
弱
す
ぎ
た
笛
の
名
人

0

『
犬
L
 
の
字
が
め
て
た
い
わ
け

2
天
太
子
(
順
不
同
)

1

1
 
名
人
は
こ
う
あ
り
た
い
も
の

2
イ
 
3
イ
・
(
順
不
同
)

1

3

3

2

1

事
ね
み
狩

2
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若
い
人
に
見
習
わ
せ
た
い
こ
と

ー
イ

2
①
袈
壽
頼
②
破
れ
た
る
所
ぱ
か
り
を
修
理
て
用
ゐ
る
事

う
れ
し
い
も
の
は

1
物
語
・
心
配
・
ほ
め
ら
れ
る
〔
認
め
ら
れ
る
〕

2
ア
 
3
ウ

メ
ー
ル
も
い
い
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
『
文
」
よ
!

ー
ア
 
2
い
み
じ
き
一
と

89◆
孔
子
が
馬
を
『
牛
」
と
言
っ
た
わ
け

一
聞
十

2

1
親
孝
行
す
る
の
は
か
ゆ
い
も
の

2
帷
帳

1
道
ぱ
た
の
す
も
も
が
苦
い
わ
け

2
ウ
 
3
ウ

袷
・
内

.

)

詔
雨
上
が
り
の
春
の
朝

1
①
②
 
2
三
 
3
有
・
無

凾
友
を
送
●
夜

盾
と
矛
を
売
る
商
人
の
口
上

ー
エ
 
2
 
盾

3
④
(
①
)
・
②
③
⑤
・
⑥

:
.
《
之
、
U

乙
、

.

ア
②
ウ
 
2
ア
 
3
ウ

江

、
゛
'

力

,
.

.
'

わ
か
ら
な
い
時
や
、
問
違
え
た
時
は
、

も
う
一
度
「
入
門
編
」
の
お
話
を

じ
っ
く
り
読
ん
て
み
て
ね
。

Ⅱ

ま
ぬ
け
な
中
間
の

'
一

.

ー
い
い
お
し
え
け
る

②
①
亭
主
 
2
ウ

③
A
福
の
神
に
て
候
 
B
 
(
い
や
、
)
与
三
郎

④
工P

内
出
る
問

を
見
よ
う
ー

1

ち
ゅ
、
「
げ
人

て
い
し
ゆ

」
<

2
 
①
1
線
①
を
含
む
会
話
文
は
、
「
亭
主
」
が
「
中
間
」
に
言
っ
た
も

の
、
て
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
0
 
「
:
:
:
と
問
ふ
時
、
:
:
:
と
答
へ
よ
」
と

、
、
の頼

ん
て
い
る
の
て
、
問
う
の
は
「
古
〒
王
」
て
あ
る

さ
「
巧

②
直
前
に
「
『
福
の
神
に
て
候
』
と
依
口
へ
よ
し
と
あ
る
こ
と
と
、
こ
の

い
は

「
亭
王
」
が
「
け
し
か
ら
ず
物
毎
に
祝
ふ
亭
主
」
(
U
異
常
な
く
ら
い
何
か

に
つ
け
て
祝
う
こ
と
の
好
き
な
亭
、
王
)
て
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
。

お
お
み
そ
か

3
 
大
晦
日
の
晩
に
亭
主
が
中
間
に
言
い
聞
か
せ
た
こ
と
と
、
元
日
の
朝
、

ち
力

実
際
に
中
問
が
昌
っ
た
こ
と
と
の
違
い
に
着
目
す
る
。
中
間
が
、
「
『
福
の

よ
、
、
,
)
ら
、
つ

神
に
て
候
』
と
答
へ
よ
」
と
言
わ
れ
て
い
た
の
に
、
「
い
や
、
与
三
郎
」

き
げ
ん

と
名
前
を
答
え
て
し
ま
っ
た
の
て
、
亭
主
の
機
嫌
が
悪
く
な
っ
た
の
て
あ

る
0

こ
 
Y
、

4
 
中
間
が
「
福
の
神
、
て
御
座
あ
る
お
い
と
ま
申
し
参
ら
す
る
」
と
言
っ

て
出
て
行
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
る
つ
ま
り
、
こ
の
家
か
ら
「
福
の
神
L

が
出
て
行
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
て
あ
る
ア
「
連
れ
て
い
く
」
が

智
山
り
。

イ
・
ウ
も
て
な
し
に
つ
い
て
ど
う
思
っ
た
か
は
書
か
れ
て
い
な
い

'
.

.

.

4

ニ
、
'
、

.

ま
ち
が

:
 
W

川

「
入
門
編
」
を
全
部
読
ん
だ
ら
、

な
ん
だ
か
古
文
・
漢
文
が

こ
わ
く
な
く
な
っ
て
き
た
よ
ー

の
て
誤
り
。
し
た
が
っ
て
工
が
正
解

現
代
語
訳
】

異
常
な
く
ら
い
に
何
か
に
つ
け
て
祝
う
こ
と
の
好
き
な
亭
主
が
い
て
、
与
三
郎
と
い

う
中
問
に
、
大
時
日
の
晩
言
い
教
え
た
こ
と
に
は
、
「
今
夜
は
い
つ
も
よ
り
早
く
家
に
帰

つ
て
休
み
、
明
日
は
早
く
起
き
て
来
て
門
を
た
た
け
。
内
か
ら
(
私
・
亭
主
が
)
だ
れ

た
す

て
す
か
』
と
尋
ね
る
時
、
『
福
の
神
て
ご
ざ
い
ま
す
と
答
え
よ
。
す
ぐ
に
、
一
戸
を
開
け

て
い
ね
い

て
(
中
に
)
呼
ぴ
入
れ
よ
う
」
と
、
丁
寧
に
言
い
聞
か
せ
た
あ
と
、
(
元
日
の
朝
)
一
早
主

に
わ
と
り

は
気
に
か
け
て
、
鶏
の
鳴
く
の
と
同
じ
く
ら
い
に
起
き
て
門
の
と
こ
ろ
に
待
っ
て
い
た
。

計
画
通
り
(
与
三
郎
が
)
戸
を
た
た
く
。
「
だ
れ
て
す
か
、
だ
れ
て
す
か
」
と
問
う
。

「
は
い
、
与
三
郎
て
す
」
と
答
え
る
。
舎
デ
主
は
)
非
常
に
不
機
嫌
て
は
あ
っ
た
が
門
を

わ
か
み
ず

ぞ
う
に

<

開
け
て
か
ら
、
そ
の
あ
た
り
に
明
か
り
を
つ
け
て
若
水
を
汲
み
、
雑
煮
を
吸
っ
た
が
、

ふ
し
ん

亭
主
の
顔
は
不
機
嫌
そ
う
て
、
何
も
言
わ
な
い
。
中
問
は
、
不
審
に
思
い
、
よ
く
よ
く

考
え
て
い
て
、
タ
べ
舎
デ
主
が
)
教
え
た
福
の
神
の
こ
と
を
忘
れ
て
い
た
の
を
、
や
っ

ぜ
ん

富
と
ろ

ざ
し
き

と
酒
を
飲
む
こ
ろ
に
思
い
出
し
、
驚
い
て
、
膳
を
あ
げ
、
座
敷
を
立
つ
時
に
、
「
さ
て
、

福
の
神
て
ご
ざ
い
ま
す
。
(
こ
れ
て
)
お
い
と
ま
申
し
上
げ
ま
す
」
と
言
っ
た
。

出
る
問
゛

.
=
'

▲
一

①
①
さ
か
え
た
る
②
に
わ
か
に

②
わ
ざ
わ
い
③
な
お
ざ
り
④
く
う

語
中
・
語
尾
の
ハ
行
を
ワ
行
に
直
す
。

^
栄
へ
た
る
↓
さ
か
え
た
る
^
に
は
か
に
↓
に
わ
か
に

12
 
わ
、
ざ
は
ひ
↓
わ
、
ざ
わ
い

)3
 
な
ほ
ざ
り
↓
な
お
ざ
り

(

く

)4
 
喰
ふ
↓
く
う

(【
現
代
語
訳
】

な
し

(

1
▼
、

)(

R

1
J
-

-
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昨
日
ま
て
茂
っ
て
い
た
木
が
、
突
然
枯
れ
た
。

い
ね
島
巳

私
の
稲
は
最
近
植
え
た
の
て
、
嵐
の
害
に
も
あ
い
ま
せ
ん
て
し
た
。

た
の

初
心
者
は
、
二
本
の
矢
を
持
っ
て
は
な
ら
な
い
。
二
本
目
の
矢
を
頼
み
に
し
て
、

最
初
の
矢
を
い
い
か
げ
ん
に
す
る
気
持
ち
が
あ
る
(
か
ら
て
あ
る
)
。

そ
の
あ
と
は
七
草
が
ゆ
に
し
て
食
べ
た
が
、
あ
ま
り
お
い
し
い
も
の
て
は
な
い
と

思
い
な
が
ら
、

0

し
げ

回

今
さ
ら
『
寒
い
」
と
は
え

と
つ
ぜ
ん
か

①
さ
よ
う

②
イ
・
ウ
(
順
不
同
)

③
夜
着

④
①
囲
ね
ず
み
が
、
私
の
着
て
い
る
物
を
踏
ん
だ
ら
不
潔
だ

力
ら
。

②
冊
ひ
ど
く
寒
い
か
ら
。

P
剖
出
る
問

を
見
よ
う
ー

お
ほ

て
い

ほ
、
ワ
こ
、
つ
に
ん

登
場
人
物
は
「
奉
公
人
の
は
て
と
覚
し
き
」
者
と
、
「
亭
舎
〒
主
)
」
。

あ
ら
す
じ
に
そ
っ
て
ど
ち
ら
の
言
動
か
を
順
に
考
え
て
み
ょ
う
。
ア
「
亭

ほ
め
て
、
:
・
・
:
と
言
ふ
」
と
あ
る
の
て
、
「
亭
」
の
言
動
。
「
亭
L
 
の
言

田

池
に
と
し
た
纒
は

「
お
こ
な
は
せ
た
ま
ひ
け
る
」
と
、
「
ハ
行
L
 
が
二
か
所
あ
る
こ
と
に
注
意
。

ぱ
?

オ

「
あ
る
房
官
」
が
、
「
知
り
た
る
人
」
(
・
知
り
合
い
)
に
「
あ
が
り
馬
L

お
く

と
言
わ
れ
て
「
臆
し
て
L
 
(
N
お
じ
け
づ
い
て
)
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
。

線
②
は
、
馬
に
乗
っ
た
房
官
を
見
た
「
知
り
た
る
人
L
の
言
葉
。
「
さ

き
し
ょ
ら
あ
ら

し
も
の
あ
が
り
馬
の
名
物
」
と
は
、
「
こ
れ
ほ
ど
気
性
が
荒
い
馬
と
し
て

む
つ
あ
し
げ

有
名
な
馬
」
と
い
っ
た
意
味
。
そ
の
馬
「
六
の
葦
毛
」
に
「
い
か
に

い
ら
な
い
)
」
と
言
っ
て
い
る
の
て
、
い
ら
な
い
の
は
「
夜
着
」
。

4
 
「
着
の
ま
ま
寝
ね
け
る
が
、
夜
ふ
く
る
に
従
ひ
、
ひ
た
も
の
{
燕
し
」
に

ね

注
目
。
亭
主
の
ほ
め
言
葉
に
乗
せ
ら
れ
て
夜
着
を
断
っ
て
寝
た
も
の
の
、

夜
が
ふ
け
る
に
し
た
が
っ
て
ひ
ど
く
{
燕
く
な
っ
た
の
て
あ
る
。
と
は
い
ぇ
、

「
小
ノ
々
{
燕
き
こ
と
を
ば
知
ら
ず
」
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
手
前
、
今
さ
ら
「
寒

い
か
ら
」
と
言
っ
て
夜
着
を
借
り
る
わ
け
に
も
い
か
ず
、
そ
こ
て
別
の
理

由
を
考
え
、
代
わ
り
に
「
む
し
ろ
」
を
借
り
る
こ
と
に
し
た
の
、
て
あ
る
。
「
ね

ず
み
が
私
の
着
物
を
踏
ん
だ
ら
不
潔
て
あ
ろ
う
か
ら
」
と
い
う
の
が
そ
の

言
い
訳
と
し
て
の
理
由
。
本
当
は
「
ひ
ど
く
{
燕
い
の
て
」
、
む
し
ろ
て
{
燕

さ
を
し
の
ご
う
と
し
た
の
て
あ
る

【
現
代
語
訳
】

以
前
、
武
家
の
家
臣
て
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
者
が
宿
を
借
り
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と

か
た
つ

を
譜
り
尽
く
し
た
。
亭
主
が
ほ
め
て
、
「
な
る
ほ
ど
、
ふ
つ
う
の
人
に
は
見
え
ま
せ

ん
。
も
う
お
休
み
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。
ふ
と
ん
を
お
持
ち
し
ま
し
ょ
う
か
。
」
と
言
う
。

(
武
家
の
家
臣
て
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
者
は
)
「
い
や
、
た
く
さ
ん
の
野
や
山
て
の
戦
い

を
し
慣
れ
て
い
て
、
少
々
の
こ
と
な
ら
寒
い
と
は
感
じ
な
い
。
い
ら
ん
。
」
と
言
っ
て
、

着
の
み
着
の
ま
ま
て
寝
た
が
、
夜
が
ふ
け
る
に
し
た
が
っ
て
、
ひ
ど
く
寒
い
。

た
ず

そ
こ
て
、
「
亭
主
、
亭
主
。
こ
の
家
の
ね
ず
み
に
は
、
足
を
洗
わ
せ
た
か
。
」
と
尋
ね
る
。

「
い
え
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」
と
舎
デ
主
が
)
答
え
る
。
「
そ
れ
な
ら
ぱ
、

か

む
し
ろ
を
一
、
二
枚
(
私
に
)
掛
け
て
く
だ
さ
れ
。
ね
ず
み
が
、
私
の
着
て
い
る
物
を

踏
ん
だ
ら
、
不
潔
て
あ
ろ
う
か
ら
。
」
と
全
=
号
た
)
。

出
る
問
゛

=
●
ι

'
一
①
よ
う
よ
う
②
あ
や
し
ゅ
う

一
某
に
答
え
て
「
い
や
、
・
・
・
・
:
無
用
」
と
言
っ
て
そ
の
ま
ま
「
寝
ね
け
る
」

の
は
「
奉
公
人
の
は
て
と
覚
し
き
」
者
。
「
亭
主
、
亭
主
。
・
:
・
:
洗
は
せ
た
か
」

と
「
ウ
問
ふ
」
の
は
「
奉
公
人
の
は
て
と
覚
し
き
L
者
。
こ
れ
に
答
え
て
「
い

や
、
:
・
:
・
」
と
「
答
0
 
の
は
「
亭
」
0

よ
き

3
 
亭
、
王
の
「
夜
着
を
参
ら
せ
ん
や
L
 
(
n
ふ
と
ん
を
お
持
ち
し
ま
し
ょ
う

か
)
に
答
え
て
、
「
(
野
や
山
て
の
戦
い
を
し
慣
れ
て
い
て
)
少
々
{
燕
き
こ

と
を
ぱ
知
ら
ず
(
・
少
々
の
こ
と
な
ら
寒
い
と
は
感
じ
な
い
)
。
無
用
(
N

a
い
い
け
る

②
ウ

③
A
智
運
房
(
と
い
ふ
僧
)

B
囲
落
と
し
た
と
こ
ろ
を
す
ぐ
に
汲
め
ば
大
丈
夫
だ

C
か
へ
す
が
へ
す
不
思
議
な
り

P

編

目

れ
馬
と
わ
か
っ
た
と
た
ん
に

「
や
う
や
う
」
N
「
て
山
仁
く
讐
L
 
な
の
て
、
「
て
0
く
ひ
」
N
「
よ
う
よ
、
つ
」
と
な
る

「
あ
や
し
う
」
"
「
N
て
器
三
」
な
の
て
、
「
三
」
は
「
て
卦
」
と
な
り
、
「
N
て
器
」

・
「
あ
や
し
ゅ
う
」
と
な
る
。

(

R
鉛

一
文
目
に
「
智
運
房
と
い
ふ
僧
あ
り
け
り
」
と
話
題
の
中
心
人
物
を
示

し
た
あ
と
、
二
文
目
の
ア
・
イ
の
主
語
が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
て
、
ア

イ
は
「
智
運
房
」
が
主
勇
と
考
え
ら
れ
る
。
智
運
房
が
持
っ
て
帰
っ

い
つ
か
、
つ

た
酒
を
飮
ん
て
「
一
向
水
に
て
あ
る
は
」
(
・
ま
っ
た
く
水
て
は
な
い
か
)

い
O
L
よ

と
問
う
た
ウ
は
一
緒
に
酒
盛
り
を
し
て
い
た
「
人
々
」
。
そ
の
問
い
に
答

<

え
て
「
す
ぐ
に
汲
み
ま
し
た
の
に
」
と
言
っ
て
い
る
工
は
、
酒
を
買
い
に

行
っ
た
「
智
運
房
L
。
し
た
が
っ
て
、
ウ
が
正
解
。

さ
る
き
わ

へ
い
じ

A
 
「
猿
沢
の
池
に
瓶
子
を
落
と
し
た
し
の
は
「
智
運
房
」
。
 
B
智
運
房
が

ど
う
考
え
て
「
池
の
水
を
持
っ
て
き
て
し
ま
っ
た
」
の
か
、
そ
の
時
の
こ
と

を
説
明
し
た
智
運
房
の
言
葉
に
着
目
し
て
と
ら
え
る
。
智
運
房
は
「
や
が

、
、
、
」
、
レ
コ

て
そ
こ
を
急
ぎ
汲
み
て
、
瓶
子
に
入
れ
て
候
ひ
つ
る
を
」
(
・
す
ぐ
に
そ
こ

を
急
い
、
て
汲
ん
て
、
瓶
子
に
入
れ
ま
し
た
の
に
)
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

す
ぐ
に
汲
め
ば
池
に
流
れ
出
た
酒
を
そ
の
ま
ま
す
く
え
る
と
考
え
た
と
わ

か
る
。
 
C
作
者
の
感
想
は
、
文
章
の
最
後
の
一
文
に
述
べ
ら
れ
て
い
る

【
現
代
語
訳
】

こ
う
一
小
く
じ

興
福
寺
に
智
運
房
と
い
う
僧
が
い
た
。

あ
る
時
酒
盛
り
を
し
た
が
、
夜
が
ふ
け
て
か
ら
、
空
に
な
っ
た
楓
子
に
酒
を
入
れ

よ
う
と
し
て
瓶
子
を
持
っ
て
、
酒
屋
へ
行
き
、
ま
も
な
く
帰
る
。
人
々
は
盛
り
上
が
っ
て
、

瓶
子
の
酒
を
銚
子
に
入
れ
て
見
る
と
、
浮
草
が
あ
る
。
試
し
に
飲
ん
て
み
る
と
K
て
あ

る
。
「
こ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と
だ
。
ま
っ
た
く
水
て
は
な
い
か
」
と
(
智
運
房
に
)
尋

ね
る
と
、
「
ま
さ
か
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
て
し
ょ
う
。
す
ぐ
に
汲
み
ま
し
た
の
に
」
と

言
う
。
「
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
し
と
人
々
が
聞
く
と
、
(
智
運
房
は
)
「
夕
方
か
ら
、

す
へ

ま
さ
に
雨
(
が
降
り
)
、
道
は
滑
り
ま
し
た
。
月
は
か
す
ん
て
い
ま
し
た
。
猿
沢
の
池

の
ほ
と
り
て
滑
っ
て
、
瓶
子
を
池
に
落
と
し
入
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
す
ぐ
に
そ
こ

(
Π
落
と
し
た
と
こ
ろ
)
を
急
い
て
汲
ん
て
、
瓶
子
に
入
れ
ま
し
た
の
に
」
と
言
っ
た
0

本
当
に
お
か
し
な
話
て
あ
る
。

【
現
代
語
訳
】

①

春
は
明
け
方
(
が
す
ぱ
ら
し
い
)
。
だ
ん
だ
ん
白
ん
て
い
く
山
ぎ
わ
が
、
少
し
明

0
響
善

る
く
な
っ
て
、
紫
が
か
っ
た
雲
が
細
く
た
な
ぴ
い
て
い
る
(
の
は
す
ぱ
ら
し
い
)
0

②

す
る
こ
と
が
な
く
手
持
ち
ぶ
さ
た
な
の
に
ま
か
せ
て
、
た
だ
一
日
中
、
硯
に
向
か

う

つ
て
、
心
の
中
に
次
々
と
浮
か
ぶ
た
わ
い
も
な
い
こ
と
を
、
と
り
と
め
も
な
く
書
き

く
る

記
し
て
い
る
と
、
わ
け
が
わ
か
ら
ず
狂
お
し
い
気
分
に
な
る
0

釦
・
創

い

①
お
こ
な
わ
せ
た
ま
い
け
る

②
ウ

③
イ

④
工

R

答えと解説

③ ②
解答

③

④

②①

(3)(2)(1)

解答

82

②①
解答

②①



か
く
乗
り
た
ま
へ
る
ぞ
」
(
N
ど
う
し
て
・
・
・
・
・
・
こ
の
よ
う
に
(
平
気
て
)

お
乗
り
に
な
っ
て
い
る
の
て
す
か
)
」
と
言
っ
て
い
る
こ
こ
か
ら
、
有

名
な
あ
が
り
馬
に
平
気
て
乗
っ
て
い
る
房
官
を
見
た
「
知
り
た
る
人
L
 
の

お
ど
み驚

き
の
気
持
ち
が
わ
か
る
。

と
つ
ぜ
ん

4
 
平
気
て
六
の
葦
毛
に
乗
っ
て
い
た
房
官
が
、
突
然
お
じ
け
づ
い
て
落
馬

し
て
し
ま
っ
た
の
が
こ
の
話
の
お
も
し
ろ
さ
ア
「
知
り
合
い
に
ほ
め
ら

は

れ
」
、
イ
「
恥
ず
か
し
が
っ
て
」
、
ウ
「
そ
の
馬
の
本
当
の
価
値
」
「
軽
べ

つ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
し
が
主
な
誤
り

【
現
代
語
訳
】

そ
う
遠
く
な
い
壮
白
、
「
六
の
葦
毛
」
と
い
う
(
名
の
)
気
性
の
荒
い
馬
が
い
た
。

ど

い
の

も
の

お
く

の
住
職
の
時
て
あ
っ
た
か
、
重
要
な
お
祈
り
を
行
い
な
さ
っ
た
時
、
贈
り
物
と
し
て
進

て
い

あ
r

呈
さ
れ
た
馬
を
、
あ
る
房
官
に
お
与
え
に
な
っ
た
。
(
房
官
は
)
気
性
の
荒
い
馬
と
も

知
ら
な
い
て
乗
り
歩
い
て
い
た
が
、
あ
る
時
京
に
出
た
時
に
、
知
っ
て
い
る
人
に
途

中
て
出
会
っ
て
、
(
こ
の
知
り
合
い
が
)
こ
の
馬
を
見
て
、
「
ど
う
し
て
こ
れ
ほ
ど
気
性

の
荒
い
馬
と
し
て
有
名
な
、
六
の
葦
毛
に
こ
の
よ
う
に
(
平
気
て
)
お
乗
り
に
な
っ
て

た
づ
な

い
る
の
て
す
か
」
と
言
っ
た
の
て
、
(
房
官
は
)
お
じ
け
づ
い
て
手
綱
を
強
く
引
い
た

と
こ
ろ
、
た
ち
ま
ち
(
馬
蛙
前
足
を
上
げ
て
は
ね
上
が
り
(
房
官
を
)
投
げ
出
し
た

の
て
、
ま
っ
さ
か
さ
ま
に
落
ち
て
、
頭
を
さ
ん
ざ
ん
ぶ
つ
け
て
け
が
を
し
て
し
ま
っ
た
。

お
も
し
ろ
か
っ
た
こ
と
て
す
よ
。

①
歯
を
一
文
て
抜
い
て
も
ら
お
う
と
し
て
い
る
の
は
「
あ
る
在
家
人
」
。

た
、
0
じ
ん

③
「
一
文
て
は
歯
を
取
ら
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
「
歯
取
る
唐
人
」
。

だ
れ
の
こ
と
を
気
に
く
わ
な
い
の
か
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
気
に
く
わ

な
い
の
か
を
読
み
取
る
。
登
場
人
物
は
「
歯
取
る
唐
人
L
と
「
あ
る
在
家
人
」
。

ぼ
、
ワ

文
章
の
冒
頭
て
、
在
家
人
の
け
ち
て
お
金
に
い
や
し
い
性
質
が
説
明
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
在
{
永
人
は
、
虫
歯
を
抜
い
て
も
ら
お
う
と
唐
人
の
と
こ
ろ

に
来
た
が
、
歯
を
一
本
抜
く
の
は
「
二
文
」
と
決
め
ら
れ
て
い
る
の
に
、
「
一

文
て
抜
い
て
く
だ
さ
い
」
と
値
切
ろ
う
と
し
て
い
る
。
唐
人
は
、
こ
の
在

家
人
の
け
ち
な
考
え
方
が
「
気
に
く
わ
な
い
」
の
て
あ
る
。

P
・
釘
出
る
問

を
見
よ
う
!
漢
{
子
て
圭
国
く
と
「
大
方
」
と

)(

圃

消
え
て
し
ま
っ
た
目
印

)

¥
、
い

亙

『
そ
こ
に
べ
」
つ
て
魚
の
妾
則
な
ん
だ
け
ど

の
魚
」
が
指
す
も
の
を
探
す
と
、
一
行
目
に
「
備
前
の
国
岡
山
に
、
そ
こ

ぬ

力

に
べ
と
い
ふ
魚
あ
り
」
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
字
数
に
合
わ
せ
て
書
き
抜
く
。

か

と
チ
0

ろ
、
0

B
家
老
た
ち
が
登
城
し
た
時
、
出
て
き
た
も
の
を
探
す
。
古
文
中
に
「
出

ぜ
ん

し
る

て
た
る
膳
部
を
見
れ
ば
、
そ
こ
に
べ
の
汁
な
り
し
と
あ
る
。

②
従
者
は
、
何
を
何
と
誤
解
し
た
の
か
。
隆
景
の
「
そ
こ
に
べ
が
来
た
し

と
い
う
a
葉
を
受
け
、
「
か
せ
者
」
(
N
従
者
)
は
家
老
た
ち
に
「
そ
こ
に

さ
「
一

こ

べ
殿
お
越
し
に
て
候
ふ
」
(
N
そ
こ
に
べ
殿
が
お
越
し
て
ご
、
ざ
い
ま
す
)

と
伝
え
て
回
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
従
者
は
「
そ
こ
に
べ
」
を
魚
の
名

前
て
は
な
く
人
の
名
前
だ
と
誤
解
し
た
の
、
て
あ
る
。
「
二
十
字
以
内
」
て
、

何
を
何
と
誤
解
し
た
の
か
が
わ
か
る
よ
う
に
書
く
。

【
現
代
語
訳
】

備
前
の
国
岡
山
に
、
そ
こ
に
べ
と
い
う
魚
が
い
た
。
他
国
に
は
め
っ
た
に
な
い
も
の

σ
コ
ち
ゅ
う
か
さ
お
か

げ
い
し
ゅ
う

て
あ
る
。
領
主
の
宇
喜
田
直
家
か
ら
、
芸
州
の
小
早
川
隆
景
が
備
中
笠
岡
の
城
に
お

ら
れ
た
時
、
そ
の
魚
を
送
ら
れ
た
。
隆
景
は
、
侍
に
お
っ
し
ゃ
つ
て
、
「
夜
中
に
備
前

か
ら
そ
こ
に
べ
が
来
た
の
て
、
家
老
の
者
た
ち
に
今
朝
も
て
な
そ
う
と
い
う
こ
と
を
申

せ
。
」
と
言
っ
た
の
て
、
(
侍
の
)
従
者
は
ふ
れ
回
っ
て
、
「
備
前
か
ら
夜
中
に
、
そ
こ

に
べ
殿
が
お
越
し
て
ご
ざ
い
ま
す
。
今
朝
も
て
な
し
が
あ
り
ま
す
。
登
城
し
て
く
だ
さ

い
。
」
と
申
し
上
げ
た
。
(
家
老
た
ち
は
)
お
の
お
の
き
ち
ん
と
身
づ
く
ろ
い
を
し
て
登

城
な
さ
れ
た
が
、
客
と
い
っ
て
も
だ
れ
も
い
な
い
。
出
さ
れ
た
料
理
を
見
る
と
、
そ
こ

に
べ
の
汁
て
あ
る
。
(
集
ま
っ
た
者
た
ち
は
)
こ
の
よ
う
な
様
子
を
申
さ
れ
て
、
大
笑

い
し
た
。

①
ま
わ
り
て

②
①
A
そ
こ
に
べ
と
い
ふ
魚
 
B
そ
こ
に
べ
の
汁

②
囲
『
そ
こ
に
べ
」
を
魚
て
は
な
く
客
の
名
て
あ
る
(
玲
字
)

D
例
京
は
家
の
つ
く
り
方
が
似
て
い
て
見
分
け
に
く
い
か
ら
。

2
ウ

3
イ

も
ん

(

ぬ

①
A
 
「
{
于
喜
田
直
家
か
ら
小
早
川
隆
景
の
も
と
に
」
「
送
ら
れ
て
き

た
」
物
て
あ
る
。
古
文
中
に
「
か
の
魚
を
送
ら
る
る
」
と
あ
る
の
て
、
「
か

つ
き
た
な
お
い
、
え

れ
て
あ
ち
ら
こ
ち
ら
尋
ね
歩
い
て
い
る
。
(
主
人
は
)
や
は
り
そ
う
だ
っ
た
と
思
っ
て
、

「
目
印
は
。
」
と
聞
く
と
、
「
不
思
議
な
こ
と
だ
。
見
え
な
い
。
」
と
言
う
。
「
何
を
目
印

に
し
た
の
だ
。
」
と
重
ね
て
聞
く
。
「
い
や
、
確
か
に
(
宿
の
)
門
柱
に
つ
ぱ
を
付
け
て

お
い
た
。
」
と
言
う
。
「
あ
き
れ
た
こ
と
だ
、
そ
れ
が
役
に
立
つ
も
の
か
。
」
と
言
っ
て

さ
ん
ざ
ん
し
か
っ
た
と
こ
ろ
、
「
ま
だ
(
ほ
か
に
も
)
目
印
が
あ
る
。
」
(
と
下
人
が
言
う
。
)

「
何
だ
。
」
(
と
聞
く
と
、
)
「
屋
根
に
鳥
が
止
ま
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
も
い
な
い
よ
。
」
(
と

答
え
た
。
)

R

び
ぜ
ん

こ
ば
や
か
わ
た
か
か
げ

R
閃

を
か
や
ま

.

R
別

囲
門
柱
に
付
け
た
つ
ば
が
消
え
て
し
ま
っ
た
か
ら
。

囲
屋
根
に
い
た
鳥
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
。

(
順
不
同
)

線
①
の
直
前
て
、
主
人
は
「
京
は
家
の
つ
く
り
同
じ
様
に
て
、

見

知
り
に
く
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
{
佰
屋
を
覚
え
て
お
け
」
と
命
じ
る
根

き
ょ拠

を
米
手
げ
て
い
る
。
こ
の
部
分
を
現
代
語
に
直
し
、
文
末
を
「
S
か
ら
。
」

と
し
て
答
え
る
と
よ
い
「
見
知
り
に
く
い
」
は
、
「
京
は
家
の
つ
く
り
が

同
じ
よ
う
な
の
て
」
に
続
く
こ
と
か
ら
、
「
見
八
刀
け
に
く
い
」
な
ど
と
訳

す
と
よ
い
。

2
 
「
、
心
得
申
し
た
る
」
は
「
わ
か
り
ま
し
た
」
と
い
う
こ
と
。
あ
と
の

そ
く
¥
」

「
即
座
に
う
け
が
ひ
」
(
・
す
ぐ
に
承
知
し
て
)
か
ら
、
深
く
考
え
ず
軽
く

引
美
曼
け
た
こ
と
が
わ
か
る
。

3
 
前
に
あ
る
「
案
の
ご
と
く
(
・
予
想
通
り
)
忘
れ
て
」
に
着
目
す
る
。

主
人
は
{
佰
を
出
る
と
き
、
{
佰
の
場
所
が
わ
か
ら
な
く
な
り
そ
う
だ
と
予
想

げ
、
ん

し
て
下
人
に
注
意
し
た
の
だ
が
、
そ
の
予
想
通
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と

い
う
流
れ
な
の
て
、
イ
「
や
は
り
そ
う
だ
っ
た
」
が
正
解
。

4
 
「
下
人
」
が
付
け
た
二
つ
の
目
印
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
を
つ

か
む
。
ど
ち
ら
も
す
ぐ
に
消
え
て
し
ま
う
も
の
だ
っ
た
の
て
、
{
佰
の
場
所

た
ず
あ
る

が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
あ
ち
こ
ち
尋
ね
歩
い
た
の
て
あ
る
。

【
現
代
語
訳
】

し
な
か

と
も
な

田
舎
か
ら
初
め
て
京
に
出
て
き
た
人
が
、
宿
か
ら
見
物
に
出
る
と
い
う
こ
と
て
、
伴

め
し
つ
か

つ
て
い
る
下
人
(
・
召
使
い
)
を
呼
ん
て
、
「
京
は
家
の
つ
く
り
方
が
同
じ
よ
う
な
の
て
、

見
分
け
が
つ
き
に
く
い
ぞ
。
何
て
も
い
い
の
て
(
何
か
を
)
目
印
に
し
て
、
(
宿
屋
を
)

し
っ
か
り
覚
え
て
お
け
。
」
と
言
い
つ
け
る
。
(
下
人
は
)
「
わ
か
り
ま
し
た
。
」
と
す
ぐ

に
承
知
し
て
、
さ
て
方
々
を
見
物
し
て
帰
り
、
(
主
人
が
)
「
足
を
洗
う
準
備
を
し
な
さ

い
。
」
と
言
っ
て
(
下
人
を
)
一
人
て
先
に
や
る
と
、
予
想
通
り
(
宿
の
場
所
を
)
忘

.

に
人

冠

け
ち
な
男
の
ば
か
げ
た
し
わ
ざ

部
・
釘

①
あ
き
な
い

②
①
ウ
③
イ

③
囲
あ
る
在
家
人
の
、
歯
を
抜
く
際
の
代
金
を
値
切
ろ
う
と

す
る
け
ち
な
考
え
方
。
(
釦
字
)

④
ア

⑤
工

実戦編 答えと解説

④

ω

④

③②

②
解答

解答 解答



な
る

き
ず

在
家
人
は
わ
ず
か
一
文
の
た
め
に
「
良
き
歯
」
・
工
「
癌
な
き
歯
L
 
を
、

<
、
乃
ら
ん

失
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
工
「
大
き
な
る
損
な
り
」
が
、
空
欄
の
直
前

一
小
ん

の
「
心
に
は
利
分
と
こ
そ
思
ひ
け
め
ど
も
」
(
・
心
て
は
得
を
し
た
と
思

つ
た
の
だ
ろ
う
が
)
に
意
味
が
続
く
こ
と
か
ら
、
工
が
正
解
。
ア
唐
人
は

「
た
だ
に
て
歯
を
取
」
つ
て
い
な
い
。
イ
前
後
の
文
と
意
味
が
通
ら
な
い

ウ
在
家
人
は
「
悪
し
き
歯
の
み
」
て
な
く
「
良
き
歯
L
 
も
取
ら
せ
て
い
る
。

【
現
代
語
訳
】

南
都
に
、
虫
歯
を
抜
く
唐
人
が
い
た
。
あ
る
在
家
人
て
、
け
ち
て
、
自
分
の
利
益
や

財
産
を
増
や
す
こ
と
を
第
一
と
し
、
何
か
に
つ
け
て
、
金
も
う
け
ぱ
か
リ
考
え
て
、
財

産
も
あ
っ
た
人
が
、
虫
歯
を
抜
か
せ
よ
う
と
し
て
、
唐
人
の
と
こ
ろ
に
行
っ
た
。
歯
を

一
本
抜
く
に
は
、
お
金
二
文
に
決
め
て
あ
っ
た
が
、
(
在
家
人
は
)
「
一
文
て
抜
い
て
く

だ
さ
い
」
と
言
う
。
わ
ず
か
な
金
額
な
の
て
、
た
だ
て
抜
く
こ
と
も
て
き
た
の
だ
が
、
(
唐

人
は
)
そ
の
考
え
方
が
気
に
く
わ
な
く
て
、
「
け
っ
し
て
、
一
文
て
は
抜
か
な
い
」
と

言
う
。
長
ら
く
言
い
争
う
う
ち
に
、
い
っ
こ
う
に
歯
を
抜
か
な
か
っ
た
の
て
、
(
在
家

人
は
)
「
そ
れ
て
は
三
文
て
、
歯
を
二
本
抜
い
て
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
て
、
虫
歯
て
は

は
ら

な
い
良
い
歯
を
加
え
て
、
二
本
抜
か
せ
て
、
三
文
払
っ
た
。
心
て
は
得
を
し
た
と
思
っ

た
の
だ
ろ
う
が
、
虫
歯
て
も
な
い
歯
を
失
っ
た
こ
と
は
、
大
き
な
損
て
あ
る
。
こ
の
話

は
申
す
ま
て
も
な
く
、
大
い
に
愚
か
な
こ
と
て
、
ぱ
か
げ
た
し
わ
ざ
て
あ
る
。

⑤
ゐ
て
い
ふ
や
う
↓
い
て
い
う
よ
う
「
讐
↓
ひ
し
に
注
意
。

【
現
代
語
訳
】

た
か
ご
や

鷹
小
屋
に
、
鷹
を
十
羽
ず
つ
と
ま
ら
せ
て
い
た
。

12
 
と
て
も
幼
い
の
て
、
竹
の
か
ご
に
入
れ
て
育
て
る
。

た
が

は

3
 
大
人
に
な
っ
た
の
て
、
男
も
女
も
亙
い
に
恥
ず
か
し
く
思
い
合
っ
て
い
た
け
れ
ど

も
、
男
は
こ
の
女
を
妻
に
し
た
い
と
思
う
。

し
ら
さ
ぎ

4
 
(
白
鷺
の
絵
は
)
ど
れ
も
一
見
よ
く
て
き
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
白
鷺
の
飛
ぴ

上
が
っ
て
い
る
(
と
こ
ろ
は
)
、
羽
の
使
い
方
が
こ
の
よ
う
て
は
飛
べ
な
い
だ
ろ
う
。

か
め

5
 
途
中
に
人
が
い
て
言
う
こ
と
に
は
、
「
あ
な
た
に
亀
を
売
っ
た
人
は
、
こ
の
下
流

ふ
ね

の
渡
し
場
て
、
舟
が
ひ
っ
く
り
返
っ
て
死
に
ま
し
た
」
。

R

【
現
代
語
訳
】

の
う
し
冒
が
た
す
ざ
く
も
ん

博
雅
三
位
は
、
月
が
明
る
か
っ
た
夜
直
衣
姿
て
、
朱
雀
門
の
前
て
釡
白
楽
を
)
楽

、
、

し
み
、
夜
ど
お
し
笛
を
お
吹
き
に
な
っ
た
時
に
、
同
じ
格
好
を
し
た
人
が
来
て
、
笛
を

吹
い
た
。
だ
れ
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
が
、
そ
の
笛
の
音
は
、
こ
の
世
に
並
ぶ
も
の
が

な
く
す
ぱ
ら
し
く
聞
こ
え
た
の
て
、
(
博
雅
三
位
は
、
笛
の
主
は
だ
れ
か
と
)
不
思
議

に
思
っ
て
近
寄
っ
て
見
る
と
、
ま
だ
見
た
こ
と
の
な
い
人
て
あ
っ
た
。

①
現
代
語
て
も
「
夜
も
す
が
ら
語
り
合
っ
た
」
な
ど
と
使
わ
れ
る
こ
と
が

あ
る
。
「
す
が
ら
」
は
、
「
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
て
ず
っ
と
」
と
い
う
意
味
。

②
現
代
と
意
味
が
異
な
る
の
て
注
意
「
こ
の
よ
に
た
ぐ
ひ
な
く
」
(
"
こ

の
世
に
並
ぶ
も
の
が
な
く
)
か
ら
意
味
を
推
測
す
る

③
こ
こ
て
の
「
あ
や
し
」
は
「
不
思
議
だ
」
と
い
う
意
味
。
こ
の
語
も
現

は
く
が
の
、
み

代
と
は
異
な
る
意
味
て
使
わ
れ
る
。
前
後
の
博
雅
三
位
の
行
動
か
ら
考
え
る

②
工
③
工

ー
イ

給
・
的

猫
の
首
に
鈴
を
付
け
る
の
は
だ
れ
?

.

.

「
す
ぐ
れ
て
」
は
「
特
に
」
と
い
う
意
味
。
前
後
を
含
め
る
と
、
よ
ろ

と
り

づ
の
鳥
の
中
に
す
ぐ
れ
て
う
つ
く
し
く
L
 
(
・
す
べ
て
の
鳥
の
中
、
て
特
に

立
派
に
)
と
な
る
。
こ
の
代
わ
り
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
探
す
。
「
す
べ

て
の
鳥
の
中
て
こ
と
の
ほ
か
に
立
派
に
・
・
・
:
・
」
と
な
る
と
、
意
味
が
よ
く

通
じ
る
。P

・
創
出
る
問

を
見
よ
う
!
②
は
、
「
お
声
L
 
と
相
手
に

ね

敬
意
を
表
す
表
現
を
使
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
狐
の
会
話
の
相
手
て
あ

か
;

る
「
鳥
」
の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
人
物
の
関
係

①
日
ゆ
え
 
b
い
こ
う

②
ア

③
工

④
冊
猫
の
首
に
鈴
を
付
け
に
行
こ
う
と
言
い
出
す
も
の
が
だ

れ
も
い
な
か
っ
た
か
ら
。

葉
が
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、
そ
の
前
か
ら
理
由
を
つ
か
む
。
「
誰
あ
つ
て
、

す
ず

『
猫
の
首
へ
鈴
を
付
け
に
行
か
う
』
と
言
ふ
者
な
け
れ
ば
」
^
U
だ
れ
も
、
『
猫

の
首
に
鈴
を
付
け
に
行
こ
う
』
と
言
う
者
が
い
な
い
の
て
^
が
、
相
談
が

終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
理
由
て
あ
る

か
ん
べ
ん

あ
と
气
、
き

は
ぢ

⑤

「
後
先
の
勘
弁
な
く
、
了
簡
あ
り
げ
に
口
を
た
た
く
^
は
、
:
:
:
恥
を

く
、
?
一
ん

か
く
」
を
言
い
表
し
た
こ
と
わ
、
ざ
が
空
欄
に
入
る

【
現
代
語
訳
】

あ
る
時
ね
ず
み
が
大
勢
集
ま
っ
て
相
談
し
た
こ
と
に
は
、
「
い
つ
も
、
あ
の
猫
と

こ
、
つ
力
し

と

い
う
悪
が
し
こ
い
者
に
捕
ら
れ
る
時
、
何
度
後
悔
し
て
も
、
そ
の
か
い
が
な
い
。
あ

の
猫
が
、
声
を
立
て
る
か
、
足
音
て
も
さ
せ
れ
ぱ
、
前
も
っ
て
用
心
し
て
捕
ら
れ
な
い

心
構
え
を
も
す
る
の
だ
が
、
こ
っ
そ
り
近
寄
っ
て
く
る
の
て
、
そ
の
つ
ど
油
断
し
て
捕

ぴ
き

ら
れ
る
の
だ
。
ど
う
す
れ
ぱ
よ
い
だ
ろ
う
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、
一
匹
の
ね
ず
み
が

進
み
出
て
申
し
た
こ
と
に
は
、
「
そ
れ
に
は
、
何
よ
り
良
い
方
法
が
あ
る
。
あ
の
猫
の

首
に
鈴
を
付
け
て
お
い
た
な
ら
、
た
と
え
足
音
は
し
な
く
て
も
、
こ
ち
ら
に
油
断
は
な

い
だ
ろ
う
」
と
言
う
と
、
み
ん
な
「
最
も
よ
さ
そ
う
だ
」
と
言
っ
た
が
、
大
勢
の
ね
ず

み
の
中
か
ら
、
だ
れ
も
、
「
猫
の
首
に
鈴
を
付
け
に
行
こ
う
」
と
言
う
者
が
い
な
い
の

て
、
結
局
そ
の
相
談
は
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
、
人
も
あ
と
先
の
考
え
な

く
、
具
体
策
が
あ
る
か
の
よ
う
に
ぺ
ち
ゃ
く
ち
ゃ
よ
く
し
ゃ
べ
る
者
は
、
ね
ず
み
と
同

は
し

か
と

わ

じ
て
、
最
後
に
は
恥
を
か
く
も
の
な
の
て
、
口
は
災
い
の
門
』
と
思
う
べ
き
だ
。

出
る
問
゛

一
=
'

住
す
え
た
り
②
い
と
お
さ
な
け
れ
ぱ

幻
は
じ
か
わ
し
て
④
い
ず
れ
も
よ
さ
そ
う
な
れ
ど
も

別
い
て
い
う
よ
う

を
見
よ
う
!
 
a
 
「
ゑ
」
は
歴
史
的
か
な
づ

か
い
特
有
の
ひ
ら
が
な
。
「
ゐ
」
と
字
形
が
似
て
い
る
の
、
て
、
区
別
す
る
。

'
十
五
{
、
、

ア
「
鼠
咲
大
勢
集
ま
り
て
」
は
、
「
鼠
が
大
勢
集
ま
っ
て
」
と
訳
す
こ

と
が
て
き
、
「
鼠
L
 
が
主
語
を
表
し
て
い
る
と
わ
か
る
の
、
て
、
こ
の
「
の

は
主
語
を
表
す
「
の
」
。
こ
の
ほ
か
の
、
イ
「
一
っ
の
鼠
」
、
ウ
「
斗

咲
首
」
、
工
「
鼠
の
中
L
 
の
「
の
」
は
、
ど
れ
も
前
の
言
葉
に
付
い
て
あ

と
四
言
葉
を
詳
し
く
し
て
い
る
「
の
」
。
よ
っ
て
他
の
三
つ
と
意
味
.
用

法
が
異
な
る
の
は
、
ア
。

「
こ
な
た
(
此
方
)
L
 
は
「
こ
ち
ら
し
と
い
う
意
味
の
指
示
江
叩
。
現
代
て

も
使
わ
れ
る
「
か
な
た
(
彼
方
)
」
と
対
応
し
て
い
る
言
葉
て
あ
る
。

4
 
直
前
に
「
な
け
れ
ば
」
^
Π
な
か
っ
た
の
て
^
と
い
う
理
由
を
表
す
言

ー
ー

①
お
も
う
よ
う

②
こ
と
の
ほ
か
に

③
ア

④
ウ

⑤
工

①
す
ゑ
た
り
↓
す
え
た
り

②
い
と
を
さ
な
け
れ
ば
↓
い
と
お
さ
な
け
れ
ば

③
は
ぢ
か
は
し
て
↓
は
じ
か
わ
し
て
語
頭
の
「
は
」
は
そ
の
ま
ま

④
い

づ
れ
も
よ
さ
さ
う
な
れ
ど
も
↓
い
ず
れ
も
よ
さ
そ
う
な
れ
ど
も

R

ー
ー

卯
・
釧

た
れ

(

■

人
の
お
だ
て
に
っ
て
は
い
け
な
い

実戦編 答えと解説

⑤
イ

( 3 ) ②
解答 解答③

(5)

②①

P
89

出
る
問

田こ」



を
つ
か
む
と
き
に
は
、
敬
語
に
も
注
意
を
向
け
て
み
る
と
よ
い

4
 
鳥
が
「
げ
に
」
^
U
そ
の
通
り
^
と
思
っ
た
の
は
、
狐
が
ど
の
よ
う
な
「
話

の
進
め
方
」
を
し
た
か
ら
か
、
と
い
う
問
題
て
あ
る
。
狐
は
、
「
立
派
だ
」

「
お
声
も
よ
く
て
い
ら
っ
し
や
る
」
と
ほ
め
る
こ
と
て
、
鳥
の
自
尊
心
を

く
す
ぐ
り
、
声
を
出
さ
せ
る
よ
う
に
話
を
進
め
て
い
る
。
そ
の
結
果
ま

ん
ま
と
鳥
が
く
わ
え
て
い
た
肉
を
せ
し
め
た
の
て
あ
る
つ
ま
り
、
「
自

分
の
意
図
す
る
方
向
」
に
話
を
進
め
て
い
る
の
て
、
ウ
が
正
解

5
 
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
関
連
す
る
教
訓
を
選
ぶ
。
狐
の
口
車
に
う
ま
く
乗
せ
ら

つ
ば

れ
て
、
烏
が
肉
を
奪
わ
れ
る
と
い
う
筋
■
白
き
に
合
っ
も
の
は
工
な
お
、し

ょ

そ
ほ

力

『
伊
曾
保
物
語
』
の
「
鳥
と
狐
と
の
事
」
の
文
章
て
は
、
こ
の
引
用
箇
所

.

1

の
あ
と
に
「
そ
の
ご
と
く
(
n
そ
の
よ
う
に
)
、
人
、
い
か
に
賞
む
る
と

」

い
ふ
と
も
、
い
さ
さ
か
誠
と
思
ふ
べ
か
ら
ず
。
」
(
U
人
が
、
ど
の
よ
う
に

ほ
め
る
と
し
て
も
、
小
ノ
し
も
本
当
の
こ
と
と
思
っ
て
は
な
ら
な
い
)
と

い
う
教
訓
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

【
現
代
語
訳
】

あ
る
時
、
狐
が
、
え
さ
を
見
つ
け
ら
れ
ず
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
さ
ま
よ
っ
て
い
た
と
こ

ろ
、
烏
が
、
肉
を
く
わ
え
て
木
の
上
に
い
た
。
狐
が
心
に
思
う
こ
と
は
、
「
わ
た
し
は
、

こ
の
肉
を
横
取
り
し
た
い
」
と
思
っ
て
、
烏
が
い
る
木
の
下
に
立
ち
寄
っ
て
、
「
も
し

も
し
あ
な
た
。
あ
な
た
は
す
べ
て
の
鳥
の
中
て
特
に
立
派
に
見
え
な
さ
い
ま
す
。
と
は

い
え
、
少
し
も
の
足
り
な
く
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
は
、
お
声
が
鼻
声
て
い
ら
っ
し
ゃ
る

こ
と
て
す
。
て
も
、
こ
の
ご
ろ
世
問
て
申
し
て
お
り
ま
す
こ
と
は
、
『
お
声
も
非
常
に

よ
く
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
』
な
ど
と
申
し
て
お
り
ま
す
。
ど
う
か
一
声
聞
か
せ
て
も
ら
い

た
い
も
の
て
す
」
と
言
っ
た
の
て
、
烏
は
、
こ
う
言
わ
れ
た
こ
と
を
そ
の
通
り
だ
と
思

し
え
か
ん

つ
て
、
そ
れ
な
ら
ぱ
声
を
出
そ
う
と
、
口
を
広
げ
た
瞬
問
に
、
と
う
と
う
肉
を
落
と
し

さ

に

て
し
ま
っ
た
。
狐
は
こ
れ
を
取
っ
て
逃
げ
去
っ
た
。

))

皿

お
腹
が
パ
ン
ク
し
た
蛙

ま
、
ワ

a
a
え
じ
き
 
b
つ
い
に

②
(
初
竺
い
ま
だ
(
終
わ
り
)
ひ
な
ん

③
ウ

④
ア

↓
 
P
船
出
る
問

え
る
。

餌
・
舗

第
一
段
落
は
「
蟻
を
救
う
鳩
L
、
第
二
段
落
は
「
鳩
を
救
う
蟻
」
と
い

う
場
面
。
な
お
、
「
そ
の
ご
と
く
」
か
ら
始
ま
る
第
三
段
落
に
は
、
教
訓

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

1
線
①
の
前
の
部
分
か
ら
、
指
定
さ
れ
た
字
数
に
も
讐
し
て
、
鳩

が
ど
の
よ
う
に
し
て
蟻
を
助
け
た
か
が
書
か
れ
た
部
分
を
探
す

と

1
線
②
の
主
語
が
「
そ
の
人
」
、
つ
ま
り
、
と
り
も
ち
て
鳩
を
捕
ら

え
よ
う
と
し
た
人
て
あ
る
こ
と
に
注
意
。
「
そ
の
人
」
が
知
ら
な
い
い
き

さ
つ
と
は
、
鳩
に
助
け
ら
れ
た
蟻
が
、
そ
の
恩
返
し
に
鳩
を
助
け
る
た
め

R

登
場
人
物
は
「
宇
治
殿
」
、
「
内
裏
金
巾
)
」
、
「
あ
る
蔵
人
」
、
「
御
使
」

山

じ
ょ
、
勺
き
ょ
、
0

の
四
人
。
こ
の
四
人
を
中
心
と
し
た
場
面
の
状
況
を
つ
か
む

目
・
・
・
:
・
「
一
某
二
つ
」
と
い
う
笛
を
持
っ
て
い
る
。

ー
ー
そ
れ
を
聞
い
て
、
「
あ
る
一
威
人
」
に
△
叩
じ
て
召
し
上
げ
よ
う
と

・
:
そ
れ
を
聞
い
て
、
「
あ
る
、
人
に
叩
じ
て
召
し
上
げ
よ
、

し
た

ー
・
:
そ
れ
を
「
御
使
L
 
に
△
叩
じ
た
。

^
:
:
・
:
:
「
{
于
治
殿
」
に
「
『
御
は
ふ
た
つ
』
召
し
上
げ
る
」
と
申
し
上
げ
て
、

つ
じ
ど
の

鯵
・
船

3
 
「
い
や
、
」
が
、
法
師
の
「
い
ま
だ
九
つ
は
な
ら
ず
」
に
対
す
る
児
の
否

ま
つ
び

定
の
返
事
て
あ
る
こ
と
に
注
意
。
終
わ
り
は
末
尾
の
「
と
」
の
直
前
ま
て

【
現
代
語
訳
】

た
な

ち
ご

法
師
が
山
へ
行
く
時
、
児
に
言
う
。
「
昼
ご
飯
を
棚
に
置
い
て
お
い
た
。
九
つ
(
・

か
ね

正
午
の
鐘
が
)
鳴
っ
た
ら
、
食
べ
な
さ
い
」
と
教
え
た
。
こ
の
法
師
は
、
思
っ
た
よ
り
、

早
く
昼
前
に
、
(
用
事
が
)
終
わ
っ
て
帰
り
、
(
棚
を
)
見
る
と
児
の
ご
飯
が
な
い
。
「
こ

た
ず

れ
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
こ
と
よ
(
ど
う
し
た
こ
と
だ
)
」
と
(
児
に
)
尋
ね
る
。
(
す
る
と
)

「
す
て
に
食
べ
た
」
と
返
事
を
す
る
。
(
法
師
が
)
「
ま
だ
九
つ
に
な
ら
な
い
(
・
九
つ

の
鐘
は
鳴
ら
な
い
)
。
ど
う
し
て
(
食
べ
た
の
)
か
」
と
言
う
と
、
「
い
や
、
今
朝
(
午

前
八
時
に
)
五
つ
、
さ
っ
き
(
午
前
十
時
に
)
四
つ
打
っ
た
の
て
、
(
あ
わ
せ
て
)
九

つ
鳴
っ
た
の
て
、
食
べ
た
よ
」
と
(
牧
0
え
た
)
。

Q
A
I
 
B
ア
 
C
ア

0
 
ち

倒

"
か
ど

【
現
代
語
訳
】

み
か
ど

宇
治
殿
が
、
葉
二
つ
と
い
う
笛
を
伝
え
持
っ
て
い
る
の
を
(
帝
が
)
お
聞
き
に
な
っ
て
、

帝
か
ら
あ
る
蔵
人
に
命
じ
て
、
そ
の
笛
を
お
召
し
上
げ
に
な
っ
た
時
(
蔵
人
の
)
使

い
の
者
が
、
(
帝
が
)
「
お
は
ふ
た
つ
」
、
召
し
上
げ
る
と
い
う
事
情
だ
け
を
(
宇
治
殿
に
)

申
し
上
げ
て
、
笛
と
い
う
こ
と
を
申
さ
な
か
っ
た
の
て
、
(
宇
治
殿
は
)
老
後
に
歯
を

二
本
、
召
し
上
げ
ら
れ
ま
す
こ
と
は
、
つ
ら
い
こ
と
だ
と
、
お
返
事
に
申
し
上
げ
な

さ
っ
た
の
は
、
一
つ
の
予
想
外
の
こ
と
て
あ
っ
た
。

「
"
由
」
だ
と
言
わ
な
か
っ
た
。

「
老
後
に
『
歯
二
つ
』
召
し
上
げ
ら
れ
た
ら
つ
ら
い
と
返
事

し
た
。

R

)3
 
身
を
ふ
く
ら
ま
し
た
か
え
る
の
皮
が
破
れ
て
し
ま
い
、
「
腸
」
が
出
て

し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
、
死
ん
だ
と
い
う
こ
と
。
「
む
な
し
^
空
し
・
虚
し
^
」

九
主
し
い

は
、
体
が
あ
っ
て
魂
が
な
い
状
態
を
表
し
、
「
空
し
く
な
る
」
は
「
死
ぬ
」

な「
亡
く
な
る
」
と
い
う
意
味
て
あ
る
。
覚
え
て
お
こ
う

4
 
「
そ
の
こ
と
く
」
以
後
に
教
訓
が
述
べ
ら
れ
て
い
る

【
現
代
語
訳
】

ぴ
き

あ
る
川
の
ほ
と
り
て
、
牛
が
一
匹
あ
ち
ら
こ
ち
ら
と
え
さ
を
求
め
て
歩
い
て
い
ま

し
た
と
こ
ろ
、
か
え
る
が
こ
れ
を
見
て
内
心
思
う
こ
と
に
は
、
「
自
分
の
体
を
ふ
く
ら

ま
し
た
な
ら
、
必
ず
あ
の
牛
の
大
き
さ
ほ
ど
に
な
る
こ
と
だ
ろ
う
」
と
思
っ
て
、
さ
っ

の

あ

と
伸
ぴ
上
が
り
、
体
の
皮
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
、
子
ど
も
た
ち
に
向
か
っ
て
、
「
今
は
こ

寺

の
牛
の
大
き
さ
く
ら
い
に
な
っ
た
か
」
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
子
ど
も
た
ち
が
あ
ざ
笑
っ

て
言
う
に
は
、
「
ま
だ
そ
の
く
ら
い
(
の
大
き
さ
)
て
は
な
い
。
申
し
に
く
い
こ
と
て

す
が
、
あ
な
た
は
牛
に
似
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
。
ま
さ
に
か
ぶ
の
形
に
見
え
ま
し
た
。

お
皮
の
縮
ん
て
い
る
と
こ
ろ
が
ご
ざ
い
ま
す
の
て
、
も
う
少
し
お
ふ
く
れ
に
な
っ
た
な

ら
、
き
っ
と
あ
の
牛
の
大
き
さ
に
お
な
り
に
な
る
て
し
ょ
う
」
と
申
し
上
げ
る
と
、
か

え
る
が
答
え
て
言
う
に
は
、
「
そ
れ
は
と
て
も
簡
単
な
こ
と
だ
よ
」
と
言
っ
て
、
力
の

か
ぎ
り
え
い
や
っ
と
体
を
ふ
く
ら
ま
し
た
と
こ
ろ
、
意
外
に
も
皮
が
急
に
破
れ
て
、
は

ら
わ
た
が
出
て
死
ん
て
し
ま
つ
た
。

そ
の
よ
う
に
、
身
に
不
相
応
な
能
力
や
立
場
を
望
む
人
は
、
望
み
を
か
な
え
る
こ
と

ほ
ろ

が
て
き
ず
、
結
局
は
自
分
の
望
み
が
原
因
て
、
か
え
っ
て
わ
が
身
を
滅
ほ
す
こ
と
が
あ

る
の
て
あ
る
。

会
話
の
流
れ
を
お
さ
え
て
考

を
見
よ
う
ー

(

①
(
初
也
昼
の
飯
(
終
わ
り
)
ま
ゐ
れ

②
と
く
は
や
食
ふ
た

③
(
初
竺
い
や
、
(
終
わ
り
)
ふ
た
は

の
恩
返
し

く
ろ
、
つ

1
線
①
の
「
い
ふ
」
に
着
目
。
ふ
つ
う
「
い
ふ
」
「
申
す
」
な
ど
の

直
後
か
ら
会
話
文
が
始
ま
る
。
終
わ
り
は
引
用
を
示
す
「
と
」
の
直
前
ま
て
。

直
後
に
「
S
と
返
事
せ
ら
る
る
し
と
あ
る

①
さ
そ
い

佗
か
か
り
け
る

③
木
末
を

④
囲
蟻
が
恩
返
し
の
た
め
に
鳩
を
助
け
た
こ
と
。
(
U
字
)

実戦編

②

答えと解説

①

④ ③ ②

⑤
ウ

解答
11

解答
②



に
「
そ
の
人
L
 
に
か
み
つ
い
た
と
い
う
こ
と
。
な
お
、
線
②
の
直
後

に
「
し
か
る
に
、
鳩
こ
れ
を
さ
と
り
て
し
と
あ
る
よ
う
に
、
鳩
は
そ
の
い

き
さ
つ
を
知
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

線
^
は
「
人
の
恩
を
受
け
た
よ
う
な
者
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
て

も
そ
の
恩
返
し
を
し
よ
う
と
思
う
気
持
ち
を
持
つ
べ
き
て
あ
る
し
と
い
う

意
味
。
こ
れ
に
合
う
ウ
が
正
解
。
蟻
が
鳩
に
助
け
ら
れ
て
そ
の
恩
返
し
を

し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
も
合
っ
。
ア
・
イ
鳩
は
蟻
か
ら
の
恩
を
期
待

し
た
り
、
恩
を
受
け
た
い
と
思
っ
た
り
し
て
蟻
を
助
け
た
わ
け
て
は
な
い

の
て
誤
り
。
工
「
報
い
を
期
待
し
て
も
よ
い
」
釜
伽
り
。

【
現
代
語
訳
】

,

と
つ
ぜ
ん

あ
る
河
の
ほ
と
り
て
、
蟻
が
遊
ん
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
突
然
(
河
の
)
水
か
さ

こ

ま

』
つ

し
ず

が
増
え
て
き
て
、
こ
の
蟻
を
巻
き
込
ん
て
流
れ
た
。
(
蟻
が
)
浮
い
た
り
沈
ん
だ
り
す

る
と
こ
ろ
に
、
鳩
が
木
の
枝
か
ら
こ
れ
を
見
て
、
「
か
わ
い
そ
う
な
様
子
て
あ
る
よ
。
」
と
、

枝
を
少
し
食
い
ち
ぎ
っ
て
河
の
中
に
落
と
し
た
と
こ
ろ
、
蟻
は
こ
れ
に
乗
っ
て
岸
に
上

さ
お

が
っ
た
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
、
あ
る
人
が
、
竿
の
先
に
と
り
も
ち
を
付
け
て
、
こ

の
鳩
を
捕
ら
え
よ
う
と
し
た
。
蟻
が
心
に
思
う
こ
と
に
は
、
「
た
っ
た
今
の
恩
を
返
そ

う
。
」
と
思
い
、
そ
の
人
の
足
に
し
っ
か
り
と
食
い
つ
い
た
の
て
、
(
そ
の
人
は
)
お
ぴ

え
上
が
っ
て
、
竿
を
あ
ち
ら
に
投
げ
捨
て
た
。
そ
の
人
は
、
こ
の
い
き
さ
つ
を
知
ろ
う

さ
と

か
、
い
や
知
ら
な
い
。
し
か
し
、
鳩
は
こ
れ
を
悟
っ
て
、
ど
こ
へ
と
も
な
く
飛
ぴ
去
っ

た
。
そ
の
よ
う
に
、
人
の
恩
を
受
け
た
よ
う
な
者
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
て
も
そ
の
恩

返
し
を
し
よ
う
と
思
う
気
持
ち
を
持
つ
べ
き
て
あ
る
。

①
イ

②
囲
虎
を
追
い
払
う
こ
と
。
(
9
字
)

③
天

④
刷
楊
香
の
、
自
分
の
命
と
引
き
か
え
に
父
の
命
を
助
け
よ

う
と
し
た
行
為
。
(
器
字
)

⑤
ウ

)

R

皿

僧
は
い
っ
た
い
何
歳
な
の
か
?

④
六
十
に
余
り
候
ふ

⑤
刷
実
際
の
年
畿
よ
り
も
若
く
見
ら
れ
た
い
と
い
う
心
。
(
幼
字
)

)2
 
阿
闊
梨
は
年
齢
を
聞
か
れ
、
は
じ
め
「
六
十
に
余
り
候
ふ
」
(
N
六
十

歳
に
は
<
永
る
)
と
答
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
い
く
つ
<
永
っ
て
い
る
か
聞
か
れ
、

「
十
四
余
り
て
候
ふ
」
と
答
え
て
い
る
の
て
、
六
十
+
十
四
・
七
十
四
歳

が
正
解
。
設
問
に
「
算
用
数
字
、
て
」
と
あ
る
の
て
、
注
意
す
る
。

線
②
の
「
見
え
け
れ
ば
」
と
は
、
「
見
え
た
の
て
」
と
い
う
意
味
。

阿
閣
梨
が
「
七
十
に
余
り
て
」
見
え
た
の
て
、
「
六
十
に
余
り
候
ふ
」
と

小
し
人

い
う
阿
闊
梨
の
答
え
を
「
不
審
に
」
(
・
疑
わ
し
く
)
思
っ
た
の
て
あ
る
。

工
の
「
七
十
歳
代
に
見
え
た
の
、
て
」
が
正
解
。
ア
は
阿
闇
梨
が
「
七
十
歳
」

と
答
え
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
の
、
て
誤
り
。
イ
は
「
余
り
て
」
の
意

味
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
。
ウ
は
八
十
歳
代
く
ら
い
に
見
え
た
こ
と
を

け
な

意
味
し
、
か
け
離
れ
す
ぎ
て
い
る
の
て
誤
り
。

4
 
「
か
く
」
は
「
こ
の
よ
う
に
」
と
い
う
意
味
の
指
示
江
叩
。
「
六
十
と
い
へ
ば
、

か
く
い
ひ
け
る
し
と
あ
る
の
、
て
、
阿
闊
梨
の
会
話
文
か
ら
、
「
六
十
」

と
言
っ
て
い
る
も
の
を
探
す
。

5
 
「
・
ー
:
は
、
人
ご
と
の
心
な
り
」
と
あ
る
の
、
て
、
直
前
の
「
色
代
に
も
、

聶
、

本
意
な
き
」
か
ら
読
み
取
れ
る
心
情
を
字
数
に
合
わ
せ
て
ま
と
め
る

【
現
代
語
訳
】

ぶ
し
抽
う
そ
う

武
州
に
西
王
の
阿
闇
梨
と
い
う
僧
が
い
た
。
「
お
年
は
、
い
く
つ
に
お
な
り
に
な
り

寺

ま
し
た
か
」
と
、
人
が
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
「
六
十
に
余
る
く
ら
い
て
す
」
と
言
う
が
、
(
尋

ね
た
人
に
は
)
七
十
歳
代
に
見
え
た
の
て
、
疑
わ
し
く
思
わ
れ
て
、
「
六
十
を
、
い
く

つ
ほ
ど
余
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
て
す
か
」
と
尋
ね
る
と
、
「
十
四
余
っ
て
い
ま
す
」

と
言
っ
た
。
か
な
り
余
っ
て
い
る
こ
と
だ
な
あ
。
七
十
歳
と
言
う
よ
り
も
、
六
十
歳

と
言
え
ぱ
、
少
し
若
い
気
持
ち
が
す
る
の
て
、
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
の
だ
。
(
こ
れ
は
)

人
の
ふ
つ
う
の
心
て
あ
る
。

現
代
語
て
の
「
た
ち
ま
ち
し
は
「
す
ぐ
に
し
の
意
味
、
て
使
わ
れ
る
こ
と

と
つ
ぜ
ん

が
多
い
が
、
古
語
て
は
「
突
然
L
「
急
に
」
の
意
味
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

前
後
の
文
脈
か
ら
考
え
て
も
イ
「
突
然
」
が
正
解
。

お
ひ
き

は
べ

と
ら

2
 
直
前
の
「
虎
を
追
去
ら
む
と
し
侍
り
け
れ
ど
も
し
に
着
目
す
る
。
こ
の
「
ど

お

ネ
ら

も
」
は
逆
接
を
示
す
接
続
助
詞
て
、
「
虎
を
迫
い
払
お
う
と
し
ま
し
た
が
、
L

「
か
な
は
、
ざ
る
ほ
ど
に
」
^
・
て
き
な
か
っ
た
の
て
)
と
続
く
。
し
た

↓が
っ
て
、
て
き
な
か
っ
た
の
は
、
「
虎
を
追
い
払
う
こ
と
」
て
あ
る
。

い
の

く
、
?
一
ん

3
 
「
御
あ
は
れ
み
」
「
祈
り
け
れ
ば
」
な
ど
四
言
葉
か
ら
、
空
欄
に
入
る
の

は
神
仏
の
よ
う
な
存
在
て
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
祈
っ
た
結
果

お
し

た
ま

「
さ
す
が
天
も
あ
は
れ
と
思
ひ
給
ひ
け
る
に
や
」
(
・
や
は
り
天
の
神
も
気

の
毒
に
お
思
い
に
な
っ
た
の
か
)
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
天
」
が
あ
て
は

ま
る
と
わ
か
る
。

ぎ
^
、
よ
、
0
き
ょ
う

父
を
助
け
る
た
め
に
自
分
の
命
を
犠
牲
に
し
よ
う
と
し
た
楊
香
の
行
為

を
三
十
字
以
内
、
て
ま
と
め
る
。

5
 
「
^
^
」
と
は
、
^
思
^
な
力
と
い
っ
た
意
^
。
^
^
^
天
に
^
つ
た

あ
じ
ゃ

①
と
い
け
れ
ば

②
叫
(
漢
数
字
は
不
可
)

③
工

り

こ
と
に
、
宗
輔
が
そ
ぱ
に
い
て
く
れ
て
よ
か
っ
た
。
」
と
お
っ
し
ゃ
つ
て
、
と
て
も
感
心

な
さ
っ
た
と
い
う
こ
と
て
あ
る
。

お
世
辞
て
も
、
「
お
年
よ
り
も
、
ず
っ
と
若
く
お
見
え
に
な
り
ま
す
」
と
(
人
が
)

言
う
の
は
嬉
し
く
、
「
ひ
ど
く
ふ
け
て
お
見
え
に
な
り
ま
す
」
と
言
え
ぱ
、
も
の
寂
し

く
残
念
て
あ
る
の
は
、
人
問
み
な
の
心
て
あ
る
。

)

皿

蜂
飼
の
大
臣
の
手
が
ら

と

R

)

①
に
わ
か
に
お
ち
て

②
人
々
、
刺
さ
れ
じ
と
て
、
逃
げ
さ
わ
ぎ
け
る
に
、
(
W
字
)

③
オ

)

)

「
蜂
の
巣
に
は
か
に
落
ち
て
」
(
N
蜂
の
巣
が
突
然
落
ち
て
)
に
着
目
し
、

2

ひ
と
び
と

、
え

こ
れ
以
降
か
ら
人
々
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
部
分
を
探
す
。

す
け

さ
ワ
ら

3
 
上
皇
は
「
か
し
こ
く
ぞ
、
{
示
輔
が
候
ひ
て
」
(
・
運
の
よ
い
こ
と
に
、

宗
輔
が
そ
ば
に
い
て
く
れ
て
ょ
か
っ
た
)
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
時
蜂

N
,

の
巣
が
落
ち
て
人
々
が
逃
げ
騒
い
、
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
宗
輔
が

び
わ

と
っ
さ
の
判
断
て
上
皇
の
御
前
の
枇
杷
を
使
っ
て
蜂
を
集
め
、
騒
ぎ
を
お

さ
め
た
こ
と
に
感
心
し
た
と
わ
か
る
。
よ
っ
て
オ
が
正
解
。
ア
「
優
玲
て

あ
っ
た
」
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
イ
「
枇
杷
の
実
を
食
べ
る
」
が
誤
り
。

ろ
や
气
ち
が

ウ
「
蜂
を
傷
っ
け
な
い
よ
う
な
心
優
し
い
ふ
る
ま
い
」
が
見
当
逸
い
。
エ

「
役
に
立
つ
」
と
思
っ
て
蜂
を
飼
っ
て
い
た
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

【
現
代
語
訳
】

と
の

こ
の
殿
(
"
宗
輔
)
が
蜂
を
飼
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
を
、
世
問
の
人
は
、
「
役
に
も

と
ば
と
の

立
た
な
い
こ
と
だ
。
」
と
言
っ
て
い
た
が
、
五
月
の
こ
ろ
、
鳥
羽
殿
て
、
蜂
の
巣
が
突

然
落
ち
て
、
(
上
皇
の
)
御
前
に
(
蜂
が
)
飛
ぴ
散
っ
た
の
て
、
人
々
は
、
刺
さ
れ
ま
い

」
よ
う
こ
く

と
し
て
、
逃
げ
騒
い
だ
と
こ
ろ
、
相
国
(
・
宗
輔
)
は
、
(
上
皇
の
)
御
前
に
あ
っ
た

ふ
さ

こ
と
づ
め

枇
杷
を
二
房
取
っ
て
、
琴
爪
て
皮
を
む
い
て
、
頭
の
上
に
差
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
す
べ

て
の
蜂
が
(
枇
杷
に
)
群
が
っ
て
、
飛
ぴ
回
ら
な
か
っ
た
の
て
、
供
の
者
を
お
呼
ぴ
に

な
っ
て
、
(
そ
の
枇
杷
を
)
そ
っ
と
お
渡
し
に
な
っ
た
と
こ
ろ
、
上
皇
は
、
「
運
の
よ
い

皿

孝
行
心
が
も
た
ら
し
た
不
思
な
力

(

け
ち

す

R

答えと解説

解答

④

解答

①

97

解惣

96

⑤

98

③



結
果
、
ど
ん
な
不
田
叢
が
現
れ
た
か
を
読
み
取
る
。
「
あ
ら
き
虎
」
が
、

楊
香
が
追
い
払
お
う
と
し
て
も
だ
め
だ
っ
た
の
に
、
「
に
は
か
に
^
・
急

を

に
)
尾
を
す
べ
て
逃
げ
退
」
い
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
よ
っ
て
ウ
が
正

ア
楊
香
が
虎
を
退
治
し
た
わ
け
て
は
な
い
の
て
誤
り
。
イ
ニ
人
が
逃

解
。

げ
た
の
て
は
な
く
、
虎
が
「
逃
げ
退
」
い
た
の
て
誤
り
。
工
楊
香
が
虎
を

手
な
ず
け
た
の
て
は
な
い
の
て
誤
り
。

【
現
代
語
訳

い
つ
し
ょ

楊
香
に
は
一
人
の
父
親
が
い
た
。
あ
る
時
父
と
、
一
緒
に
山
の
中
へ
行
っ
た
と
こ
ろ
、

あ
ら
あ
ら

突
然
荒
々
し
い
虎
に
あ
っ
た
。
楊
香
は
、
父
が
命
を
失
う
よ
う
な
こ
と
を
恐
れ
て
、
虎

を
追
い
払
お
う
と
し
ま
し
た
が
、
て
き
な
か
っ
た
の
て
、
天
の
神
の
ご
慈
悲
を
頼
り
に

あ
た
こ

し
、
「
ど
う
か
、
私
の
命
を
虎
に
与
え
、
父
を
助
け
て
く
だ
さ
い
」
と
、
讐
を
込
め
て
、

祈
っ
た
と
こ
ろ
、
や
は
リ
天
の
神
も
気
の
毒
に
お
思
い
に
な
っ
た
の
か
、
今
ま
て
荒
々

し
い
姿
て
、
(
楊
香
父
子
を
)
取
っ
て
食
ら
お
う
と
し
て
い
た
の
に
、
虎
は
急
に
尾
を

す
ほ
め
て
逃
げ
去
っ
た
の
て
、
父
子
と
も
に
虎
口
の
難
(
虎
に
食
べ
ら
れ
る
こ
と
)
を

の
が逃

れ
、
無
事
に
家
に
帰
り
ま
し
た
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
は
ひ
た
す
ら
に
孝
行
の
心
が

深
い
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
不
思
議
な
力
が
現
れ
た
の
だ
ろ
う
。

し
ょ
う
。
急
い
て
(
盗
人
の
と
こ
ろ
に
)
持
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
つ
て
、
(
こ
の
小
袖
を
)

取
ら
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
た
の
て
、
(
小
尼
公
は
)
門
の
ほ
う
へ
走
り
出
て
、
「
も

よ

も
と

し
も
し
」
と
(
盗
人
を
)
呼
ぴ
戻
し
て
、
「
こ
れ
を
落
と
さ
れ
ま
し
た
。
確
か
に
差
し

上
げ
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、
盗
人
た
ち
は
立
ち
止
ま
っ
て
、
し
ぱ
ら
く
考
え

て
い
る
様
子
て
、
「
悪
い
と
こ
ろ
に
参
上
し
て
し
ま
っ
た
」
と
言
っ
て
、
盗
ん
だ
品
々

を
も
、
す
べ
て
返
し
置
い
て
帰
つ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

肩

置

良
い
こ
と
を
ま
ね
る
の
は
良
い
こ
と
だ

①
と
わ
せ
た
ま
い
け
れ
ば

②
知
れ
る
者

③
ア

④
(
初
竺
彼
は
先
(
終
わ
り
)
す
る
か

⑤
囲
孝
行
な
子
を
ま
ね
る
の
は
、
孝
行
な
子
と
同
じ
よ
う
な

も
の
て
、
良
い
こ
と
だ
と
考
え
た
(
鍵
字
)

「
あ
る
男
」
に
つ
い
て
「
い
か
な
る
者
ぞ
」
と
お
尋
ね
に
な
ら
れ
た
の
は

「
水
戸
中
納
言
殿
」
、
て
、
そ
れ
に
答
え
て
「
彼
は
人
に
・
:
・
・
・
拝
し
候
ふ
な
り
」

と
答
え
た
の
は
「
(
あ
る
男
を
)
知
れ
る
者
」
て
あ
る
。

3
 
1
線
②
の
少
し
あ
と
に
「
母
を
負
ひ
て
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
が
「
あ
る

男
」
の
「
年
老
い
た
る
女
を
負
ひ
て
」
と
共
通
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
る

4
 
「
・
・
・
・
:
と
さ
さ
や
き
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
て
、
「
と
」
の
直
前
ま
、
て
が
会

ぽ
、
0
と
、
つ

話
文
だ
と
判
断
て
き
る
。
ま
た
、
さ
さ
や
い
た
の
は
こ
の
文
の
冒
頭
の

「
従
者
」
だ
と
推
測
て
き
る
の
て
、
会
話
文
の
初
め
は
「
従
者
こ
れ
を
怪

し
が
り
て
、
」
の
直
後
の
「
彼
は
先
の
こ
と
し
か
ら
て
あ
る
。

5
 
「
か
の
殿
う
ち
笑
ひ
て
」
の
あ
と
の
会
話
文
「
孝
子
を
ま
ね
る
は
、

や
つ
か
な
」
か
ら
読
み
取
れ
る
。
「
孝
子
」
は
親
孝
行
な
子
の
こ
と
。

【
現
代
語
訳
】

か

水
戸
中
納
言
殿
が
、
狩
り
に
お
い
て
に
な
ら
れ
た
時
に
、
あ
る
男
が
、
年
老
い
た
女

を
背
負
っ
て
、
道
ぱ
た
に
休
ん
て
い
た
の
を
、
(
中
納
言
殿
が
)
「
ど
の
よ
う
な
者
か
。
」

た
ず

と
お
尋
ね
に
な
ら
れ
た
と
こ
ろ
、
(
そ
の
男
を
)
知
っ
て
い
る
者
が
い
て
、
「
彼
は
人
々

に
評
判
に
な
っ
て
い
る
孝
行
者
て
あ
っ
て
、
母
を
背
負
っ
て
お
狩
り
の
様
子
を
拝
見

し
て
い
る
の
て
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
言
っ
た
。
中
納
言
殿
は
、
大
い
に
感
心
な
さ
っ
て
、

あ
た

米
や
お
金
を
た
く
さ
ん
お
与
え
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
ま
た
、
あ
る
所
て
、
同
じ
よ
う

な
者
に
出
会
っ
て
お
尋
ね
に
な
る
と
、
(
そ
の
人
は
)
母
を
背
負
っ
て
、
あ
る
所
へ
行

ふ
し
ん

く
こ
と
を
申
し
上
げ
た
。
従
者
は
こ
れ
を
不
審
に
思
っ
て
、
「
彼
は
以
前
の
話
を
聞
き
、

そ
れ
と
似
た
こ
と
を
し
て
(
ほ
う
ぴ
の
)
物
を
い
た
だ
こ
う
と
し
て
い
る
の
て
は
な
い

か
。
」
と
(
殿
に
)
さ
さ
や
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
殿
は
笑
っ
て
、
「
孝
行
な
子
を
ま
ね
る

の
は
、
孝
行
な
子
と
同
じ
よ
う
な
も
の
て
あ
る
。
良
い
こ
と
の
ま
ね
を
す
る
や
つ
だ
な

あ
。
」
と
言
っ
て
、
前
回
と
同
じ
よ
う
に
、
米
や
お
金
を
お
与
え
に
な
っ
た
。

み
と
ち
ゅ
う
な
ご
ん
ど
の

古
文
て
は
、
主
語
が
省
略
さ
れ
た
り
、
一
文
の
中
て
主
語
が
変
わ
っ
た

す
る
こ
と
が
あ
る
の
て
、
、
王
語
を
自
分
て
補
っ
て
読
む
必
要
が
あ
る
。

)

か
れ

R

た
ず

皿

盗
ま
れ
た
小
を
泥
に
返
し
た
尼

は
い

①
ら
さ
せ
給
へ

②
ア

③
イ

R

「
尼
う
へ
の
い
は
れ
け
る
は
、
」
の
直
後
か
ら
「
尼
う
へ
」
の
会
話
が
始

ま
っ
て
い
る
。
終
わ
り
は
「
と
あ
り
け
れ
ば
」
の
「
と
」
の
直
前
ま
て
。

」
く

こ
の
問
題
の
よ
う
に
、
会
話
文
が
長
く
、
複
数
の
文
を
含
ん
て
い
る
場
合

が
あ
る
の
て
、
文
の
意
味
を
正
し
く
読
み
取
る
こ
と
が
大
切
て
あ
る
。

P
仙
出
る
問

を
見
よ
う
ー

2

ぬ
す
び
と

3
 
盗
人
が
盗
ん
だ
物
を
全
部
返
し
た
理
由
を
と
ら
え
る
問
題
。
直
前
に
「
と

て
」
(
・
と
言
っ
て
)
と
あ
る
の
て
、
そ
の
前
の
会
話
文
「
あ
し
く
ま
ゐ

(
"
悪
い
と
こ
ろ
、
盗
み
に
入
る
べ
き
て
は
な
い
と
こ
ろ
に

り
に
け
り
」

こ

参
上
し
て
し
ま
っ
た
)
に
込
め
ら
れ
た
、
盗
人
の
気
持
ち
を
考
え
る
盗

人
は
、
尼
や
そ
の
妹
の
心
に
ふ
れ
て
自
分
た
ち
が
し
た
こ
と
を
後
悔
し
て

い
る
の
て
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
イ
が
正
解
。
ほ
か
は
ど
れ
も
見
当
逸
い
。

現
代
語
訳
】

よ
が
わ

え
し
ん
そ
う
ず

あ
ん
よ
う

ご
う
と
う

横
川
の
恵
心
僧
都
の
妹
、
安
養
の
尼
の
所
に
、
強
盗
が
入
っ
た
。
品
々
を
み
な
盗
ん

し
ん
ぐ

て
出
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
て
、
尼
上
は
、
紙
ぶ
す
ま
(
・
紙
て
作
っ
た
寝
具
)
と
い

う
も
の
だ
け
を
身
に
着
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
つ
た
と
こ
ろ
、
姉
て
あ
る
尼
の
所
に
小
尼
公

と
い
う
方
が
い
た
の
だ
が
、
(
そ
の
小
尼
公
が
)
走
っ
て
参
上
し
て
見
た
と
こ
ろ
、
小

袖
を
一
枚
(
強
盗
が
)
取
り
落
と
し
て
い
っ
た
も
の
を
取
っ
て
、
「
こ
れ
を
盗
人
が
取

り
落
と
し
て
い
ま
し
た
。
ご
着
用
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
て
、
持
っ
て
き
た
と
こ
ろ
、
尼

上
が
お
っ
し
ゃ
つ
た
こ
と
に
は
、
「
(
盗
人
は
)
こ
れ
も
盗
ん
だ
あ
と
は
、
自
分
の
物
だ

と
思
う
て
し
ょ
う
。
持
ち
主
が
承
知
し
な
い
よ
う
な
も
の
を
、
ど
う
し
て
着
る
こ
と
が

て
き
ま
す
か
、
い
や
、
て
き
ま
せ
ん
。
盗
人
は
ま
だ
遠
く
へ
は
ま
さ
か
行
っ
て
な
い
て

「
ひ
し
と
し
の
解
釈
か
ポ
イ
ン
ト
0
 
「
ひ
し
と
」
は
「
び
っ
し
り
と
」
と

せ
ん
た
く
し

い
う
意
味
。
語
の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
時
は
、
誤
り
の
選
択
肢
を
外
し
て

い
く
と
よ
い
ア
巣
を
と
ろ
う
と
し
て
い
る
人
に
「
ひ
そ
か
に
」
近
づ
く

は
ち

さ

意
味
が
な
い
の
て
誤
り
。
ウ
蜂
は
刺
そ
う
と
す
る
時
、
か
ら
だ
を
「
必
死
に
」

ぶ
つ
け
た
り
し
な
い
の
て
誤
り
。
エ
ー
線
部
の
主
語
は
蜂
な
の
て
誤
り
。

【
現
代
語
訳
】

み
つ
ば
ち

よ
し
の

お
く

吉
野
の
奥
て
は
蜜
蜂
と
い
う
も
の
を
飼
っ
て
、
多
く
の
蜜
を
と
る
こ
と
を
し
て
い
る
。

こ
れ
(
・
蜜
蜂
)
を
飼
っ
て
い
た
人
が
(
次
の
よ
う
に
)
語
っ
た
。

こ
か
げ

ま
ず
こ
れ
を
手
に
入
れ
る
に
は
、
(
蜜
蜂
が
)
い
る
だ
ろ
う
と
思
う
山
の
木
陰
を
探

し
歩
い
て
、
や
っ
と
見
つ
け
出
し
て
こ
れ
を
と
ろ
う
と
思
う
時
衣
服
を
脱
い
て
、
頭

ぬ

か
ら
始
め
て
手
足
の
裏
ま
て
も
残
る
と
こ
ろ
な
く
蜜
を
た
っ
ぷ
り
と
塗
り
つ
け
て
行
く

の
て
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
の
巣
を
取
ろ
う
と
す
る
と
、
蜂
ど
も
が
た
く
さ
ん
飛
ぴ
出
し

て
、
そ
の
(
巣
を
取
ろ
う
と
す
る
)
人
を
刺
そ
う
と
思
っ
て
体
に
ぴ
っ
し
り
取
り
つ
く

か
お

が
、
そ
の
(
体
に
塗
ら
れ
て
い
る
)
蜜
の
香
り
を
か
ぎ
分
け
て
、
自
分
の
仲
問
だ
と
思

う
の
だ
ろ
う
か
、
少
し
も
刺
さ
な
い
と
言
っ
て
い
た
。

あ
ま

①
イ

力
い
し
ゃ
く

答えと解説

100

101 99

( 1 )
解答

①

解答



面

芸
は
国
王
を
助
け
る

①
か
な
わ
ず

②
ウ
・
工
(
順
不
同
)

③
囲
喜
陵
が
鈴
て
お
手
玉
の
芸
を
し
た
の
に
敵
が
見
と
れ
、

楚
王
を
追
い
か
け
る
の
を
忘
れ
た
か
ら
。

④
イP

伽
出
る
問

を
見
よ
う
ー

2

そ
お
、
つ

、

3
 
な
ぜ
楚
王
は
敵
か
ち
逃
げ
の
び
て
命
拾
い
て
き
た
の
か
と
い
う
問
い
て

キ
、
り
ょ
う

)
<

あ
る
。
設
問
に
「
喜
陵
が
し
た
こ
と
を
含
め
て
し
と
あ
る
の
て
、
喜
陵
が

ど
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
結
果
王
が
助
か
っ
た
の
か
を
ま
と
め
る
。
喜

す
ず

む
さ
つ

陵
が
九
つ
の
鈴
を
使
っ
て
「
天
下
無
双
の
」
お
手
玉
の
芸
を
し
た
こ
と
、
て
、

敵
が
喜
陵
の
す
ぱ
ら
し
い
芸
に
見
と
れ
て
楚
王
を
追
う
こ
と
を
忘
れ
て
し

ま
い
、
楚
王
は
助
か
っ
た
の
て
あ
る
。
こ
の
い
き
さ
つ
を
ま
と
め
る
。

4
 
こ
の
文
章
の
中
心
と
な
る
内
容
は
、
喜
陵
の
お
手
玉
と
い
う
一
見
何
の

役
に
も
立
た
な
い
と
思
わ
れ
る
芸
の
お
か
げ
て
、
楚
王
の
命
が
助
か
っ
た

こ
と
。
こ
の
内
{
谷
に
合
っ
の
は
イ
。

【
現
代
語
訳
】

そ
う
こ
く

中
国
の
楚
国
の
王
と
宋
国
の
王
と
の
合
戦
が
あ
っ
た
。
楚
国
の
王
は
戦
い
に
負
け
て

お
逃
げ
に
な
っ
た
と
こ
ろ
を
、
敵
が
追
い
か
け
て
、
今
ま
さ
に
殺
そ
う
と
す
る
時
喜

陵
と
い
う
家
来
が
い
た
。
こ
の
人
は
九
つ
の
鈴
を
使
っ
た
お
手
玉
を
す
る
こ
と
が
、
天

下
に
並
ぶ
も
の
が
な
い
ほ
ど
上
手
て
あ
る
。
急
い
て
主
君
の
馬
の
後
ろ
へ
か
け
つ
け
立

ち
ふ
さ
が
り
、
(
王
を
)
守
り
戦
っ
た
が
て
き
な
か
っ
た
。
そ
う
す
る
う
ち
に
あ
の
九

つ
の
鈴
を
取
り
出
し
、
い
ろ
い
ろ
と
さ
ま
ざ
ま
に
お
手
玉
し
た
と
こ
ろ
、
敵
た
ち
が
こ

の
様
子
を
見
て
、
「
あ
あ
お
も
し
ろ
い
。
」
と
見
物
し
て
、
楚
王
を
追
い
か
け
申
し
上
げ

よ
う
と
す
る
こ
と
を
、
す
っ
か
り
忘
れ
て
い
た
問
に
、
楚
王
は
逃
げ
の
ぴ
て
危
な
い
命

よ
「
日
U

()(

ほ
と
け
な
に
ご
と

R

皿

気
が
弱
す
ぎ
た
笛
の
名
人

編

)

①
イ

R

R

が
助
か
り
な
さ
っ
た
。

①
は
何
を
見
て
「
あ
が
仏
、
何
事
思
ひ
た
ま
ふ
ぞ
」
と
翁
は
言
っ
た
の
か
、

お
ぽ

け

ひ
め

②
は
か
ぐ
や
姫
が
何
を
見
る
と
「
物
思
す
気
色
」
に
な
る
と
翁
は
言
っ
て

い
る
の
か
考
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
前
の
部
分
か
ら
指
示
内
容
を
探
す
。
な
お
、

②
の
前
の
「
月
な
見
た
ま
ひ
そ
。
」
の
「
な
・
・
・
・
・
・
そ
し
は
林
示
止
を
表
す
古

文
特
有
四
言
い
方
。
「
な
見
そ
」
N
「
見
る
な
」
と
な
る
。

【
現
代
語
訳
】

お
も
な
や

か
ぐ
や
姫
が
い
る
所
に
行
き
着
い
て
、
見
る
と
、
や
は
り
思
い
悩
ん
て
い
る
様
子
て

あ
る
。
(
翁
が
)
こ
れ
を
見
て
、
「
私
の
大
切
な
人
よ
、
何
を
思
い
悩
ん
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
の
て
す
か
。
お
思
い
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
ど
ん
な
こ
と
て
す
か
。
」
と
言
う
と
、
(
か

さ
び

ぐ
や
姫
は
)
「
思
う
こ
と
は
(
何
も
)
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ん
と
な
く
寂
し
く
思
わ
れ
る

の
て
す
。
」
と
言
う
の
て
、
翁
は
、
「
月
を
見
て
く
だ
さ
る
な
。
こ
れ
を
ご
覧
に
な
る
と
、

思
い
悩
み
な
さ
る
様
子
が
あ
り
ま
す
よ
。
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、
「
ど
う
し
て
月
を
見
な

い
て
い
ら
れ
ま
し
ょ
う
、
い
や
、
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
」
と
言
っ
て
、
や
は
り
月
が
出
る
と
、

な
げ

(
縁
側
に
)
出
て
す
わ
り
、
嘆
き
思
い
悩
ん
て
い
る
。

Q
1
(
ゐ
な
か
の
)
児
②
僧
③
(
ゐ
な
か
の
)
児

④
実
⑤
(
ゐ
な
か
の
)
児

①
主
栗
直
前
に
な
い
の
て
、
前
の
部
分
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
見
る
と
「
ゐ

ち
こ

な
か
の
児
」
と
登
場
人
物
が
示
さ
れ
て
い
る
。
線
①
の
直
後
の
「
こ

か
く
に
ん

の
児
」
に
も
う
ま
く
つ
な
が
る
こ
と
を
確
認
す
る

^
こ
の
主
語
は
前
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
「
こ
の
児
さ
め
ざ
め
と
泣

そ
、
ワ

き
け
る
を
見
て
、
」
の
あ
と
に
「
僧
の
や
は
ら
寄
り
て
し
と
あ
る
の
、
て
、

泣
い
て
い
る
「
児
」
を
「
見
て
」
近
寄
っ
て
き
た
の
は
「
僧
」
だ
と
わ
か
る
。

を

③
泣
い
て
い
る
「
児
」
に
対
し
て
「
こ
の
花
の
散
る
を
、
惜
し
う
覚
え

た
ま

さ
せ
給
ふ
か
」
^
・
こ
の
花
が
散
る
の
を
、
残
念
に
お
思
い
に
な
る
の
か
)

と
聞
い
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
す
る
。

④
「
{
夫
の
入
ら
、
ざ
ら
ん
」
の
「
の
」
は
、
「
{
夫
が
入
ら
な
い
」
と
い
う

よ
う
に
訳
す
こ
と
が
て
き
る
の
て
、
主
語
を
示
す
「
の
」
。

⑤
「
・
:
:
実
の
入
ら
、
ざ
ら
ん
思
ふ
が
わ
び
し
き
」
と
言
っ
て
泣
い
た
の

答
①
た
ぐ
い
な
く

1

ら
い
」
と
言
っ
て
、
し
ゃ
く
り
あ
げ
て
、
お
い
お
い
と
泣
い
た
の
て
、
が
っ
か
り
さ
せ

ら
れ
る
話
だ
よ
。

解

.

.

ね
み
に
え
さ
を
与
え
た
し
い
男

③
冊
だ
れ
に
も
遠
慮
せ
ず
に
、
思
う
ま
ま
に
笛
を
吹
い
て
ほ

し
い
と
い
う
心
遣
い
。

④
工

ー
あ
て
が
わ
ざ
る
ゆ
え

化
例
新
し
い
礼
服
の
肩
を
食
い
破
っ
た
(
玲
字
)

【
現
代
語
訳
】

い
な
か

ひ
え
い
ざ
ん

こ
れ
も
今
と
な
っ
て
は
昔
の
こ
と
だ
が
、
田
舎
の
児
て
比
叡
山
に
登
っ
て
行
っ
た
児

さ

、
0

が
、
桜
が
み
ご
と
に
咲
い
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
風
が
激
し
く
吹
い
た
の
を
見
て
、
こ
の

児
が
さ
め
ざ
め
と
泣
い
た
の
を
見
て
、
(
あ
る
)
僧
が
そ
っ
と
近
寄
り
、
「
な
ぜ
こ
の
よ

う
に
お
泣
き
に
な
る
の
か
。
こ
の
花
が
散
る
の
を
、
残
念
に
お
思
い
に
な
る
の
か
。
桜

の
花
は
(
も
と
も
と
)
は
か
な
い
も
の
て
、
こ
の
よ
う
に
ど
れ
ほ
ど
も
た
た
な
い
う
ち

な
S

に
散
る
の
て
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
て
す
」
と
慰
め
た
と
こ
ろ
、
「
桜
の

花
が
散
る
の
は
、
し
い
て
ど
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
、
さ
し
つ
か
え
あ
り
ま
せ
ん
。
私

の
父
が
作
っ
た
麦
の
花
が
(
こ
の
風
て
)
散
っ
て
、
実
が
入
ら
な
い
こ
と
を
思
う
と
つ

④
ウP

仙
出
る
問

を
見
よ
う
{

2

さ
わ

島
る
じ

力

3
 
「
ね
ず
み
狩
り
せ
む
」
と
騒
ぐ
家
臣
を
「
主
」
が
制
し
て
い
る
こ
と
や
、

あ
た

線
②
の
直
後
て
「
今
よ
り
食
事
与
へ
よ
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
着

目
。
こ
れ
ら
の
内
{
谷
に
合
っ
の
は
ア
。

あ
さ
が
厶
L
も

4
 
最
後
の
文
て
、
「
ね
ず
み
も
か
か
る
悪
事
(
・
麻
神
を
食
い
破
っ
た
こ

と
)
後
々
は
な
さ
、
ざ
り
し
」
と
あ
る
。
「
あ
る
人
(
、
王
)
L
 
の
優
し
い
心
と
、

の
り

「
ね
ず
み
は
糊
あ
る
も
の
を
食
ひ
が
ち
」
「
食
事
を
あ
て
が
は
ざ
る
ゆ
ゑ
し

な
ど
の
判
断
に
ょ
る
対
処
の
結
果
ね
ず
み
も
そ
の
後
悪
さ
を
し
な
く
な

つ
た
と
い
う
の
て
、
ウ
が
正
解
。

【
現
代
語
訳
】

あ
る
人
が
正
月
の
準
備
と
い
う
こ
と
て
、
礼
服
を
新
し
く
作
っ
て
お
い
た
も
の
を
、

力
た

ね
ず
み
が
(
そ
の
)
肩
(
の
部
分
)
を
食
い
破
っ
た
の
て
、
妻
な
ど
は
(
そ
れ
を
大
変

お
こ

に
く

な
こ
と
だ
と
)
気
に
し
て
、
(
ま
た
)
そ
の
家
臣
な
ど
は
怒
っ
て
大
声
を
出
し
、
「
憎
い

ね
ず
み
の
し
わ
ざ
よ
。
ね
ず
み
狩
り
を
し
よ
う
。
」
と
、
集
ま
っ
て
騒
ぎ
立
て
て
い
た
の

を
、
主
人
は
厳
し
く
制
止
し
て
、
「
ね
ず
み
は
糊
の
つ
い
た
も
の
を
食
べ
る
こ
と
が
多
い

も
の
だ
。
食
べ
物
を
分
け
与
え
な
い
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
す
る
の
だ
ろ
う
。
全

く
気
に
す
る
べ
き
こ
と
て
は
な
い
。
こ
れ
か
ら
は
、
(
ね
ず
み
に
)
食
べ
物
を
与
え
な
さ

い
。
し
と
強
く
言
い
つ
け
、
「
決
し
て
ね
ず
み
狩
り
な
ど
し
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
厳
し
く

)

言
い
つ
け
た
。
こ
の
よ
う
な
男
て
あ
っ
た
か
ら
か
、
ま
も
な
く
事
の
な
り
ゆ
き
も
う
ま

く
運
ぴ
、
ま
た
ね
す
み
も
こ
の
よ
う
な
悪
さ
を
以
後
は
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

答えと解説

(3
ア

解答

②
イ

19

105

①

106

107

解答

①

^

L_
0

102

103



「
ゆ
ゆ
し
し
は
「
た
い
へ
ん
」
「
非
常
に
」
な
ど
と
訳
し
、
程
度
が
は
な
は

だ
し
い
様
子
を
表
す
。
こ
の
古
語
の
意
味
は
ぜ
ひ
覚
え
て
お
こ
う
「
心
お
く

あ
き
む
ね
ほ
り
か
力

れ
」
は
、
「
気
お
く
れ
」
と
い
っ
た
意
味
。
明
宗
は
、
「
院
」
(
"
堀
河
天
白
巴

め

'
、
ど

に
笛
を
演
奏
す
る
よ
う
召
さ
れ
た
^
n
呼
ば
れ
た
^
が
、
呈
巾
の
御
前
と
思
ふ

お
く

に
、
臆
し
て
、
わ
な
な
き
て
、
え
吹
か
ざ
り
け
り
」
(
N
天
皇
の
御
前
と
思
う
と
、

気
お
く
れ
し
て
、
震
え
て
、
吹
く
こ
と
が
て
き
な
か
っ
た
^
と
な
っ
て
し
ま

つ
た
こ
と
か
ら
、
イ
の
「
た
い
そ
う
気
が
弱
い
人
」
て
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

3
 
明
宗
の
笛
を
聞
く
こ
と
が
て
き
ず
残
念
に
思
わ
れ
た
堀
河
天
皇
は
、

つ
ぼ

b
た
く
し

「
私
に
坪
の
辺
り
に
呼
び
て
、
吹
か
せ
よ
わ
れ
、
立
ち
聞
か
む
」
(
"

個
人
的
に
中
庭
の
辺
り
に
呼
ん
て
、
吹
か
せ
な
さ
い
わ
た
し
は
、
立
ち

聞
き
し
よ
う
)
と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
気
が
弱
い
明
{
示
に
、
自

え
ん
り
ょ

分
に
遠
慮
す
る
こ
と
な
く
思
う
存
分
気
ま
ま
に
笛
を
吹
い
て
も
ら
い
た
い

と
い
う
心
遣
い
が
感
じ
ら
れ
る
。
設
問
に
「
ど
の
よ
う
な
心
造
い
が
」
と

あ
る
の
て
、
「
・
・
・
と
い
、
?
心
遣
い
。
」
と
い
う
形
て
答
え
を
書
く
。

を
見
よ
う
ー

)

{

『
犬
』
の
字
が
め
て
た
い
わ
け

①
め
て
た
き
御
吉
事
(
7
字
)

②
ア

③
A
太
子
 
B
天
子

圏

名
人
は
こ
う
あ
り
た
い
も
の

な
る
て
し
ょ
う
」
と
申
し
上
げ
た
。

み
こ

そ
の
後
予
想
し
た
通
り
皇
子
が
御
誕
生
に
な
っ
て
、
ま
も
な
く
(
天
皇
の
)
位
にひ

い

ご
い
ち
し
ょ
う
て
ん
の
う

し
い
か

お
つ
き
に
な
っ
た
。
後
一
条
天
皇
が
、
こ
の
方
て
あ
る
。
匡
衡
は
、
詩
歌
の
才
能
に
秀

三
言
づ
か

て
て
い
る
だ
け
て
な
く
、
こ
の
よ
う
な
心
造
い
も
深
か
っ
た
の
だ
。

2
 
係
助
詞
の
種
類
を
き
ち
ん
と
覚
え
て
お
こ
う
。
「
ぞ
・
な
む
・
や

(
(
や
は
)
・
か
(
か
は
)
・
こ
そ
」
の
五
?
て
あ
る
。
結
び
の
語
の
活
用
形
は
、

終
止
形
以
外
て
あ
る
こ
と
を
覚
え
て
お
く
と
よ
い
。

【
現
代
語
訳
】

今
ど
き
の
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
て
珍
し
い
こ
と
を
、
言
い
広
め
、
も
て
は
や
す
人
は
、

①

ま
た
、
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
(
逆
に
)
世
問
て
言
い
古
さ
れ
て
し
ま
う
ま
て
知
ら

お
く

な
い
人
は
、
奥
ゆ
か
し
い
。

2
 
1
名
を
、
さ
ぬ
き
の
み
や
つ
こ
と
い
っ
た
。

、
0

2
つ
む
じ
風
は
常
に
吹
く
も
の
だ
け
れ
ど
、
こ
の
よ
う
な
(
ひ
ど
い
)
こ
と
が
あ

る
だ
ろ
う
か
。

【
現
代
語
訳
】

か
げ
ゆ
し

堀
河
天
皇
の
時
代
、
勘
解
由
使
の
次
官
て
明
宗
と
い
う
、
す
ぱ
ら
し
い
笛
の
奏
者
が

い
た
。
た
い
そ
う
気
が
弱
い
人
て
あ
る
。
堀
河
天
皇
が
、
笛
を
お
聞
き
に
な
り
た
い
と

思
っ
て
、
(
明
宗
を
)
お
召
し
に
な
っ
た
時
(
明
宗
は
)
天
皇
の
御
前
と
思
う
と
、
気

ふ
る

お
く
れ
し
て
、
震
え
て
、
吹
く
こ
と
が
て
き
な
か
っ
た
。

(
堀
河
天
皇
は
)
残
念
に
思
わ
れ
て
、
(
明
宗
を
)
よ
く
知
っ
て
い
る
女
房
に
お
っ
し

や
つ
て
、
「
個
人
的
に
中
庭
の
辺
り
に
呼
ん
て
、
吹
か
せ
よ
。
わ
た
し
は
、
(
そ
れ
を
)

立
ち
聞
き
し
よ
う
」
と
ご
命
令
が
あ
っ
た
の
て
、
(
そ
の
女
房
は
)
月
夜
に
、
(
明
宗
と
)

か

約
束
を
交
わ
し
て
、
(
笛
を
)
吹
か
せ
た
。
(
明
宗
は
)
「
女
房
が
聞
く
(
だ
け
だ
)
」
と

思
う
の
て
、
遠
慮
せ
ず
思
う
ま
ま
に
吹
い
た
。
世
に
並
ぶ
も
の
が
な
い
ほ
ど
、
み
ご
と

な
音
色
て
あ
っ
た
。

天
皇
は
、
感
動
て
こ
ら
え
る
こ
と
が
お
て
き
に
な
ら
ず
、
「
血
白
段
、
笛
の
名
人
と
は

聞
い
て
い
た
が
、
こ
れ
ほ
ど
ま
て
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
よ
リ
一
層
す
ぱ
ら
し
い
」
と

む
ば

お
言
葉
を
発
せ
ら
れ
た
の
て
、
(
明
宗
は
)
「
さ
て
は
、
天
皇
が
お
聞
き
に
な
っ
て
い
た

ど
う
よ
う

の
だ
し
と
、
た
ち
ま
ち
気
お
く
れ
し
て
、
動
揺
し
た
の
て
、
縁
側
か
ら
落
ち
て
し
ま
っ
た
。

出
る
問

゛
.
.
一
'

)

編

出
る
問

D
ひ
と
し
お
う
る
わ
し
く

2
イ

a
例
主
人
を
選
ば
せ
た
か
っ
た
か
ら
。
(
B
字
)

直
後
の
板
倉
伊
賀
守
の
言
葉
に
注
目
す
る
。
争
っ
て
い
る
二
人
に
等
し

あ
た

つ
ま

い
条
件
を
与
え
、
「
生
れ
て
ょ
り
そ
だ
て
な
れ
た
る
方
へ
こ
そ
行
く
べ
け

れ
」
↑
生
ま
れ
て
か
ら
育
て
て
な
つ
い
て
い
る
方
へ
行
く
に
逸
い
な
い
)

オ
一
」

と
言
っ
て
、
猫
に
本
物
の
主
を
選
ば
せ
て
い
る

【
現
代
語
訳
】

京
て
猫
を
失
っ
た
者
が
い
た
。
路
地
や
小
み
ち
ま
て
も
、
身
が
や
つ
れ
る
ほ
ど
苦
労

し
て
探
し
た
が
、
あ
る
所
て
思
い
が
け
な
く
見
つ
け
て
、
「
こ
れ
は
私
の
猫
だ
」
と
言
う
。

あ
る
じ
が
出
て
き
て
「
お
ま
え
の
(
猫
だ
)
と
い
う
証
拠
は
(
あ
る
の
か
)
」
(
と
言
う
)
。

ま
た
(
猫
を
探
し
て
い
た
者
も
)
「
お
ま
え
の
(
猫
だ
)
と
い
う
証
拠
は
(
あ
る
の
か
)
」

(
と
言
う
)
。
一
方
は
猫
を
失
う
の
が
惜
し
く
、
一
方
は
猫
を
手
に
入
れ
た
い
と
い
う
争

い
な
の
て
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
、
最
後
ま
て
は
っ
き
り
し
な
い
。

板
倉
伊
賀
守
は
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
を
争
う
二
人
を
対
座
さ
せ
て
、
例
の
猫
を
座

し
き
一
小
し

敷
の
中
央
に
置
き
、
「
も
と
の
持
ち
主
も
、
今
の
持
ち
主
も
、
手
に
鰹
節
を
一
つ
ず
つ

持
っ
て
(
猫
を
)
呼
ぴ
な
さ
い
。
生
ま
れ
て
か
ら
育
て
て
な
つ
い
て
い
る
方
へ
行
く
に

違
い
な
い
」
と
全
寺
つ
)
。
案
の
定
、
初
め
に
(
猫
を
)
失
っ
た
者
の
膝
の
上
に
、
(
猫

は
)
鳴
き
な
が
ら
行
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

R

い
た
く
ら

④
工

角
を
振
り
尾
を
立
て
て
闘
う
牛
。
(
B
字
)

が
の
か
み

①
こ
そ
②
①
な
む
②
や

▲
一

直
前
に
「
牛
飼
ふ
童
こ
れ
を
見
て
笑
ふ
」
と
あ
る
こ
と
、
直
後
に
「
牛

飼
ふ
童
」
が
笑
っ
た
理
由
を
説
明
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
。

⑭
1
ぞ

2
係
り
結
び
(
の
法
則
)

「
江
匡
衡
と
い
ふ
博
士
に
問
は
れ
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
、
て
、
そ
の
あ
とき

ち

ま
、
、

の
匡
衡
の
答
え
に
着
目
す
る
。
会
話
文
の
中
の
「
こ
れ
、
め
て
た
き
御
吉

じ事
な
り
」
が
、
犬
が
子
を
生
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
の
匡
衡
の
と
ら
え
方
。

、
、
し
゛
<

2
 
「
あ
り
が
た
き
」
の
解
釈
が
ポ
イ
ン
ト
。
「
あ
り
が
た
し
」
は
、
「
有
り

め
十
ら

難
し
」
と
書
き
、
有
る
の
が
難
し
い
、
つ
ま
り
「
珍
し
い
」
「
め
っ
た
に

な
い
」
と
い
う
意
味
。
こ
の
古
語
の
意
味
は
ぜ
ひ
覚
え
て
お
こ
う
。

つ
ま

3
 
A
は
「
生
れ
さ
せ
た
ま
ひ
て
」
(
n
お
生
ま
れ
に
な
っ
て
)
、
 
B
は
「
い

た
ら
^
た
ま
、
^
、
^
し
」
^
H
お
な
り
に
な
る
て
し
ょ
う
^
と
^
^
叩
^
^
に

な
っ
て
い
る
の
て
、
い
ず
れ
も
身
分
の
高
い
人
を
表
す
言
葉
が
入
る
と
考

え
ら
れ
る
。
直
前
に
「
か
か
れ
ば
」
(
・
こ
う
い
う
わ
け
て
)
と
あ
る
の
て
、

そ
の
前
の
部
分
を
見
る
と
、
「
犬
L
 
の
字
の
説
明
の
中
に
「
天
子
」
「
太
子
」

と
い
、
?
言
葉
が
見
つ
か
る
。
「
天
子
」
と
は
天
皇
の
こ
と
、
「
太
子
」
と
は

皇
太
子
の
こ
と
な
の
て
、
 
A
に
は
「
太
子
L
、
 
B
に
は
「
天
子
L
 
が
入
る

と
判
断
て
き
る
。

P
伽
出
る
問

を
見
よ
う
ー

【
現
代
語
訳
】

U
よ
ヱ
う

い
ち
U
よ
う

そ
う
い
え
ぱ
、
こ
の
一
条
天
皇
の
時
代
に
、
一
つ
不
思
議
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
上
東

も
ん
い
ん

し
ん
し
ょ

門
院
の
御
方
の
寝
所
の
中
て
、
犬
が
子
を
生
ん
だ
が
、
予
想
も
し
な
い
珍
し
い
出
来
事

お
と
ろ

て
あ
っ
た
の
て
、
(
上
東
門
院
の
御
方
は
)
た
い
へ
ん
お
驚
き
に
な
っ
て
、
江
匡
衡
と

た
ず

え
ん
ぎ

い
う
博
士
に
お
尋
ね
に
な
っ
た
と
こ
ろ
、
「
こ
れ
は
、
喜
ぱ
し
い
縁
起
の
よ
い
こ
と
て

す
。
「
犬
」
の
字
は
、
「
大
」
の
字
の
そ
ぱ
に
点
を
付
け
る
。
そ
の
点
を
上
に
付
け
れ
ぱ
、

「
天
」
(
の
字
)
て
あ
る
。
下
に
付
け
れ
ぱ
、
「
太
」
(
の
字
)
て
あ
る
。
そ
の
下
に
、
「
子
」

の
字
を
続
け
て
書
け
ぱ
、
「
天
子
」
と
も
、
「
太
子
」
と
も
読
め
る
て
し
ょ
う
。
こ
う
い

う
わ
け
て
、
太
子
合
主
太
子
)
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
て
、
天
子
(
天
皇
)
に
お
な
り
に

R

)(

壯
か
せ

)(

0

答えと解説

④

②

①

(3

解答
①

21

①

④

110

111

108

109

'フ

出
る
問

解答

②



)3
 
「
そ
の
絵
」
と
は
、
戴
嵩
が
描
い
た
牛
の
絵
の
こ
と
。
文
章
の
初
め
の

を

た
六

ほ
う
て
「
角
を
振
り
尾
を
立
て
て
、
牛
ど
も
の
闘
ふ
を
描
く
」
と
あ
る
。

を
見
よ
う
ー

【
現
代
語
訳
】

か
ら

え

か

昔
、
唐
(
"
中
国
)
の
絵
描
き
に
戴
嵩
と
い
う
者
が
い
た
。
牛
を
描
く
の
が
上
手
だ

つ
た
。
あ
る
時
角
を
振
り
尾
を
立
て
て
、
牛
た
ち
が
闘
う
と
こ
ろ
を
描
い
た
。
格
別

に
み
ご
と
に
て
き
た
と
思
っ
て
、
人
々
に
見
せ
た
。
そ
の
後
牛
を
働
か
せ
て
い
る
子

ど
も
に
こ
の
絵
を
見
せ
、
「
お
ま
え
が
朝
夕
働
か
せ
て
い
る
牛
と
よ
く
似
て
い
る
か
。
」

た
ず

と
尋
ね
た
時
牛
飼
い
の
子
ど
も
は
こ
れ
(
・
絵
)
を
見
て
笑
っ
た
。
「
ど
う
し
て
笑

う
の
か
。
」
と
言
う
と
、
(
牛
飼
い
の
子
ど
も
は
)
「
牛
が
闘
う
時
は
尾
を
立
て
ず
に
腹

ま
ち
が

に
尾
を
付
け
る
も
の
だ
。
こ
の
絵
は
尾
を
立
て
て
い
る
の
て
、
問
違
い
だ
。
」
と
言
っ
た
。

妻
ろ

戴
嵩
は
驚
き
、
な
る
ほ
ど
な
あ
と
感
心
し
、
そ
の
絵
を
破
っ
た
。
本
当
に
名
人
と
い
う

も
の
は
何
事
に
よ
ら
ず
戴
嵩
の
よ
う
て
あ
り
た
い
も
の
だ
。
戴
嵩
ほ
ど
の
牛
描
き
て
あ

あ
つ
か

な

る
け
れ
ど
も
、
実
際
の
牛
を
扱
い
慣
れ
な
い
の
て
、
問
違
い
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
、

朝
夕
扱
い
慣
れ
て
い
る
牛
飼
い
の
子
ど
も
に
見
せ
た
の
は
、
名
人
の
戴
嵩
て
あ
る
か
ら

こ
そ
(
て
あ
ろ
う
)
。

大
、
す
、
つ

R R

え
力

.

類
題

a
A
ひ
ち
り
き
の
音
(
6
字
)

B
優
な
る
心
(
4
字
)

A
あ
と
の
「
聞
い
て
深
く
感
動
し
」
か
ら
、
「
ひ
ち
り
き
の
音
」
と
わ
か
る
。

ぬ
す
び
と

い
、
つ

B
本
文
最
後
の
「
む
か
し
の
盗
人
は
、
ま
た
か
く
優
な
る
心
も
あ
り
け
り
し

に
着
目
す
る
。

【
現
代
語
訳
】

0
ろ
表
さ
さ
ん
み
、

霊
主
ひ
ろ
ま
さ
ど
ろ
ほ
う
い
た
U
き
に

(
"
源
博
雅
)
の
家
に
泥
棒
が
入
っ
た
。
博
雅
は
、
楓
敷
の
下
に
逃

博
雅
の
三
位

か
く

げ
て
隠
れ
た
。
泥
棒
は
帰
り
、
そ
の
あ
と
、
(
博
雅
は
)
は
い
出
て
家
の
中
を
見
る
と
、

残
っ
て
い
る
も
の
は
な
く
、
み
な
盗
ま
れ
て
い
た
。
ひ
ち
り
き
一
本
が
と
ぴ
ら
付
き

の
物
入
れ
(
の
中
)
に
残
さ
れ
て
い
た
の
を
、
博
雅
が
取
っ
て
お
吹
き
に
な
っ
た
の
を
、

出
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
泥
棒
が
遠
く
て
こ
れ
を
聞
い
て
、
気
持
ち
を
抑
え
る
こ
と
が
て

き
な
く
て
帰
っ
て
き
て
、
言
う
こ
と
に
は
、
「
た
だ
今
の
御
ひ
ち
り
き
の
音
を
揮
聴
し

ま
し
た
が
、
し
み
じ
み
と
尊
く
ご
ざ
い
ま
し
て
、
悪
い
心
は
み
な
改
ま
り
ま
し
た
。
盗

ん
だ
物
を
何
も
か
も
お
返
し
申
し
上
げ
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
、
み
な
置
い
て
出
て
い

(
つ
て
し
ま
っ
た
。
昔
の
泥
棒
は
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
優
雅
な
心
も
持
っ
て
い
た
の
だ
。

直
後
の
「
こ
れ
は
」
以
降
に
着
目
す
る
。
「
ま
け
よ
」
(
・
安
く
し
ろ
)

た
に
か
ぜ

と
い
う
の
は
佑
苦
儿
り
の
男
に
向
か
っ
て
言
っ
た
の
だ
か
ら
、
谷
風
が
負
け

る
の
て
は
な
く
、
象
冗
り
の
ほ
う
を
負
け
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

せ
き
と
り

そ
れ
な
の
に
、
角
苦
儿
り
の
男
に
「
ま
け
る
」
と
い
う
の
は
関
取
に
と
っ
て

あ
わ

か
つ
ぉ

「
い
む
べ
き
事
」
と
言
わ
れ
て
、
慌
て
て
高
い
値
段
の
ま
ま
鰹
を
買
っ
て

し
ま
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
、
作
者
は
「
ち
と
せ
き
こ
み
し
と
見
え
た
り
」

と
言
っ
て
、
お
か
し
い
と
考
え
て
い
る
の
て
あ
る
。
こ
れ
に
合
っ
の
は
イ

【
現
代
語
訳
】

か
じ
の
す
け

し
ん
て
し

関
取
谷
風
梶
之
助
が
、
新
弟
子
を
供
に
連
れ
て
、
日
本
橋
本
船
町
を
通
っ
て
い
た
時

ー
イ

鰹
を
買
お
う
と
し
た
が
、
値
段
が
大
変
高
か
っ
た
の
て
、
供
の
者
に
言
い
つ
け
て
、
「
負

け
よ
」
と
言
わ
せ
て
通
り
過
ぎ
た
の
を
、
魚
を
売
る
男
が
呼
ぴ
止
め
て
、
「
関
取
が
負

さ

け
る
と
言
う
の
は
避
け
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
て
あ
る
」
と
言
っ
た
の
て
、
谷
風
が

引
き
返
し
て
實
え
一
具
え
」
と
言
っ
て
買
わ
せ
た
の
も
お
か
し
い
こ
と
て
あ
っ
た
。
こ

れ
は
谷
風
が
負
け
る
の
て
は
な
い
。
魚
を
売
る
男
の
方
を
負
け
さ
せ
る
こ
と
て
あ
る
の

て
、
そ
れ
ほ
ど
避
け
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
て
は
な
い
の
に
、
實
え
買
え
」
と
言

つ
た
の
は
、
少
し
ぱ
か
り
早
と
ち
り
を
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
わ
た
し
が
若
か

つ
た
時
、
ま
の
あ
た
り
に
見
た
こ
と
て
あ
る
。

電

歌
が
か
れ
た
母
上
の
手
紙

亜

ゆ
泥
の
み
ご
と
な
チ
ー
ム
ワ
ー
ク

Q
イ

②
ア

③
工

④
ウ

⑤
囲
母
の
長
寿
(
を
祈
る
)
。

て
み
ゃ
げ
に
し
よ
う
」
と
(
考
え
)
、
か
な
り
の
大
木
な
の
て
そ
の
柚
を
盗
み
取
る
よ

く
ふ
う

う
な
工
夫
を
し
て
、
一
人
は
木
の
下
に
立
ち
、
(
も
う
)
一
人
は
そ
の
木
に
登
っ
た
が
、

登
る
時
は
柚
を
取
る
こ
と
に
気
を
取
ら
れ
て
あ
れ
や
こ
れ
や
と
し
て
登
り
、
(
柚
を
)

取
っ
て
は
下
に
落
と
し
、
木
の
下
に
立
っ
た
男
が
拾
っ
て
ふ
と
こ
ろ
に
入
れ
た
が
、
「
も

う
そ
ろ
そ
ろ
い
い
の
て
、
下
り
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
」
と
下
か
ら
言
っ
た
と
こ
ろ
、
(
上

の
男
は
)
「
わ
か
り
ま
し
た
」
と
言
っ
て
、
そ
の
木
を
下
り
よ
う
と
し
た
が
、
柚
は
と

げ
の
あ
る
木
な
の
て
足
や
手
を
痛
め
、
「
簡
単
に
は
下
り
ら
れ
な
い
」
と
言
っ
て
、
思

い
の
ほ
か
苦
労
し
て
い
る
の
て
、
下
に
立
っ
て
い
た
男
が
、
「
飛
ぴ
下
り
れ
ぱ
よ
い
」

と
い
う
こ
と
を
教
え
た
と
こ
ろ
、
(
上
の
男
は
)
「
高
い
木
な
の
て
ど
う
に
も
目
が
回

つ
て
飛
べ
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
答
え
た
の
て
、
下
の
男
も
困
っ
て
、
「
ど
う
し
よ
う
」

と
ろ
ほ
う

と
思
っ
た
が
、
ふ
と
思
い
つ
い
て
、
「
泥
棒
泥
棒
」
と
声
を
上
げ
た
と
こ
ろ
、
上
に
い

お
と
ろ

る
男
は
ひ
ど
く
驚
き
木
の
上
か
ら
飛
ぴ
下
り
た
の
て
、
手
を
取
っ
て
急
い
て
そ
の
場
所

を
立
ち
去
っ
た
と
い
う
こ
と
て
あ
る
。

①
a
ひ
ろ
い
て
 
b
お
お
い
に

ア
こ
の
文
頭
の
「
子
」
(
N
男
)
が
主
語
。
イ
「
ひ
と
つ
子
」
(
・
一
人

つ
子
)
と
は
「
子
L
 
の
こ
と
。
こ
れ
を
「
い
と
か
な
し
う
し
た
ま
ひ
け
り
」

(
H
た
い
そ
う
か
わ
い
が
っ
て
い
ら
っ
し
や
つ
た
)
の
は
「
母
」
。
ウ
「
御

文
」
は
「
母
」
か
ら
の
も
の
。
そ
れ
を
見
た
の
は
「
男
L
。
工
文
頭
の
「
か

の
子
」
(
N
男
)
が
主
語
。
し
た
が
っ
て
、
イ
が
正
解
。

2
 
「
い
や
し
」
は
、
身
分
や
官
位
が
低
い
と
い
う
意
味
。
現
代
語
と
は
異

な
る
意
味
て
使
わ
れ
る
場
合
が
タ
タ
い
の
て
、
注
意
す
る
。
こ
の
古
語
の
意

味
は
ぜ
ひ
覚
え
て
お
こ
う
。

は
人

「
十
二
月
ぱ
か
り
」
の
よ
う
に
上
に
数
字
が
あ
る
と
き
は
、
大
体
の
範

囲
を
表
す
こ
と
が
多
く
、
「
十
二
月
ご
ろ
」
と
訳
す
。

を
見
よ
う
ー

45
 
こ
の
歌
は
、
「
男
」
が
そ
の
母
の
歌
「
老
い
ぬ
れ
ば
1
」
に
対
す
る
返

よ

事
と
し
て
詠
ん
だ
歌
、
て
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
。
母
の
歌
の
「
さ
ら
ぬ
別

气
、

れ
の
あ
り
と
い
へ
ば
」
(
N
避
け
ら
れ
な
い
別
れ
が
あ
る
と
い
う
の
て
)

、L

を
受
け
て
、
避
け
ら
れ
な
い
別
れ
(
母
の
死
)
な
ど
な
く
、
千
年
も
生
き

ち
ょ
う
じ
ゆ

い
の

て
ほ
し
い
と
、
母
の
長
寿
を
祈
っ
て
い
る
の
て
あ
る
。
な
お
、
「
な
く
も

ゆ
う
が

)2
 
「
下
の
男
」
が
困
っ
て
思
っ
た
こ
と
、
て
あ
り
、
そ
の
あ
と
「
ふ
と
思
ひ

つ
き
て
」
と
、
よ
い
ア
イ
デ
ィ
ア
を
思
い
つ
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ア
の

「
ど
、
つ
し
よ
う
」
が
正
解
。

ゆ
ず

3
 
登
場
人
物
は
、
木
の
「
上
の
男
」
と
「
下
の
男
」
。
ア
柚
を
取
っ
て
は

下
に
落
と
し
て
い
る
の
て
「
上
の
男
」
。
イ
柚
の
と
げ
て
手
足
を
痛
め
て

い
る
の
て
、
「
上
の
男
L
。
ウ
「
目
が
回
っ
て
飛
べ
な
い
し
と
答
え
て
い

る
の
て
、
「
上
の
男
」
。
工
ど
う
し
よ
う
か
と
考
え
、
ふ
と
思
い
つ
い
て
、

ぬ
,
び
と

「
盗
人
盗
人
」
と
声
を
立
て
た
の
は
「
下
の
男
L
。
よ
っ
て
、
工
が
正
解

P
巾
出
る
問

を
見
よ
う
ー

【
現
代
語
訳
】

あ
る
若
い
者
が
、
二
人
連
れ
て
、
柚
が
た
く
さ
ん
な
っ
て
い
た
の
を
見
て
、
「
取
っ

④
工

((

実戦編 答えと解説

①

③

P
115

出
る
問

ω

①

解答 解答

③②
エア

④

④

P
111

出
る
問

1 '14

t15

112

113



か
な
」
の
「
も
が
な
」
は
、
「
:
:
:
と
い
い
な
あ
し
と
い
、
つ
願
朗
主
の
意
味

を
表
す
言
葉
。

【
現
代
語
訳
】

黄
男
が
い
た
。
官
位
は
低
い
が
、
母
は
天
皇
の
娘
だ
っ
た
。
そ
の
母
は
、
長
風
と

い
う
と
こ
ろ
に
お
住
み
に
な
っ
て
い
た
。
子
は
京
に
宮
仕
え
を
し
て
い
た
の
て
、
(
母

の
元
へ
)
参
上
し
よ
う
と
し
た
け
れ
ど
、
し
ぱ
し
ぱ
は
参
上
て
き
な
い
。
一
人
っ
子

だ
っ
た
の
て
、
(
母
は
)
た
い
そ
う
か
わ
い
が
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
つ
た
0
 
そ
う
し
て
い

る
う
ち
に
、
十
二
月
ご
ろ
に
な
り
、
急
な
こ
と
と
し
て
(
母
か
ら
)
お
手
紙
が
あ
っ
た
0

お
と
ろ驚

い
て
見
る
と
歌
が
書
い
て
あ
る
。

年
を
と
っ
た
の
て
避
け
ら
れ
な
い
別
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
て
、
ま
す
ま
す

会
い
た
い
あ
な
た
て
す
よ

そ
の
子
は
、
た
い
そ
う
泣
い
て
詠
ん
だ
。

世
の
中
に
避
け
ら
れ
な
い
別
れ
が
な
け
れ
ぱ
よ
い
の
に
な
あ
。
(
母
に
)
千
年
も

生
き
て
ほ
し
い
と
祈
る
子
の
た
め
に

出
る
問

●
二
'

゛

(

二

①
工

②
イ

直
前
の
和
泉
式
部
の
言
葉
に
注
目
す
る
。
「
い
て
、
あ
は
れ
や
」
(
"
ま

あ
、
か
わ
い
そ
う
に
)
と
言
っ
て
い
る
の
て
、
工
「
同
情
L
 
が
正
解
。

し
か

カ
リ

2
 
明
日
狩
を
し
よ
う
と
言
っ
て
い
る
晩
に
鹿
が
ひ
ど
く
鳴
く
こ
と
に
つ
い

て
、
「
鳴
く
の
は
当
然
て
す
よ
、
今
夜
だ
け
の
命
と
思
え
ば
し
と
訣
ん
て
い

る
。

【
現
代
語
訳
】

今
と
な
っ
て
は
昔
の
こ
と
だ
が
、
和
泉
式
部
が
、
保
昌
と
と
も
に
丹
後
の
国
に
下
っ

お
り

た
折
に
、
「
明
日
、
狩
を
し
よ
う
。
」
と
言
っ
て
、
家
来
た
ち
が
集
ま
っ
た
夜
鹿
が
ひ

ど
く
鳴
い
た
の
て
、
(
和
泉
式
部
は
)
「
ま
あ
、
か
わ
い
そ
う
に
。
明
日
死
ぬ
の
て
、
ひ

ど
く
鳴
い
て
い
る
の
だ
わ
。
」
と
つ
ら
く
思
っ
て
い
る
と
、
「
そ
う
お
思
い
な
ら
ぱ
、
狩

を
や
め
ま
し
ょ
う
。
よ
い
歌
を
お
詠
み
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。
」
と
言
わ
れ
て
、

い
ず
み

.

当
然
て
す
わ
。
ど
う
し
て
鹿
は
鳴
か
な
い
て
い
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
。
今
夜
だ
け
の

命
だ
と
思
う
と

そ
こ
て
、
そ
の
日
の
狩
は
や
め
た
そ
う
だ
。

留

『
か
さ
ね
」
と
い
う
名
の
女
の
子

①
①
ウ
②
工

②
囲
馬
を
貸
し
て
く
れ
た
こ
と
に
感
謝
す
る
気
持
ち
。
(
W
字
)

①
↓
 
P
・
m
 
出
る
問

を
見
よ
う
ー

ぱ
し
ょ
う

^
芭
蕉
た
ち
は
、
女
の
子
に
「
か
さ
ね
」
と
い
う
聞
き
慣
れ
な
い
上
品

な
名
か
付
い
て
い
た
こ
と
に
感
動
し
て
「
か
さ
ね
と
は
:
・
」
の
句
を
詠
ん

お
く

お
、
ワ
し
●
う

て
い
る
工
「
風
流
の
1
」
の
句
も
、
「
お
く
(
奥
)
」
(
・
奥
州
)
の
旅

て
聞
い
た
田
植
え
歌
を
、
そ
の
旅
て
初
め
て
出
会
っ
た
「
風
流
」
だ
と
感

動
し
た
こ
と
を
詠
ん
て
い
て
、
ど
ち
ら
も
旅
先
て
思
い
が
け
ず
出
会
っ
た

、L

^
流
さ
が
感
動
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

【
現
代
語
訳
】な

す
く
ろ
ば
ね
こ

那
須
の
黒
羽
と
い
う
所
に
、
知
人
が
い
る
の
て
、
こ
れ
か
ら
那
須
野
を
越
え
て
ま
っ

す
ぐ
近
道
を
行
こ
う
と
す
る
。
は
る
か
遠
く
に
あ
る
村
を
目
指
し
て
行
く
と
、
雨
が
降

り
日
が
暮
れ
て
し
ま
っ
た
。
農
夫
の
家
に
一
夜
の
宿
を
借
り
て
、
夜
が
明
け
れ
ぱ
ま
た

野
原
を
行
く
。
そ
こ
に
放
し
飼
い
の
馬
が
い
た
。
草
を
刈
っ
て
い
る
男
に
困
っ
て
い
る

う
つ
た

い
な
か

こ
と
を
訴
え
る
と
、
田
舎
の
男
と
い
っ
て
も
、
さ
す
が
に
情
け
を
知
ら
な
い
わ
け
て
は

な
い
。
「
ど
う
す
れ
ぱ
よ
い
て
し
ょ
う
な
あ
。
し
か
し
こ
の
野
原
は
東
西
縦
横
に
(
道
が
)

ま
ち
が

分
か
れ
て
い
て
、
慣
れ
な
い
旅
人
は
道
を
問
違
え
る
て
し
ょ
う
、
心
配
て
す
の
て
、
(
こ

の
馬
に
乗
っ
て
行
っ
て
)
こ
の
馬
が
止
ま
る
と
こ
ろ
て
、
馬
を
お
返
し
く
だ
さ
い
」
と

言
っ
て
貸
し
て
く
れ
ま
し
た
。
小
さ
い
子
二
人
が
、
馬
の
あ
と
を
追
っ
て
走
る
。
一
人

は
小
さ
い
女
の
子
て
名
を
「
か
さ
ね
」
と
い
う
。
聞
き
慣
れ
な
い
名
が
優
美
だ
っ
た
の
て
、

や
え
な
て
し
こ

か
さ
ね
と
は
、
八
重
撫
子
の
名
て
あ
ろ
う

作
者
は
、
「
久
し
く
ゐ
た
る
L
(
・
長
い
問
居
る
こ
と
)
に
対
し
て
「
い

や
が
て
人
里
に
着
い
た
の
て
、
(
馬
を
借
り
た
)
お
礼
の
お
金
を
鞍
壺
に
結
ぴ
付
け

て
、
馬
を
返
し
た
。

出
る
問

①
工

▲
一

ξ

俳
句
の
前
の
文
章
か
、
晶
み
取
る
特
に
直
前
の
「
あ
は
れ
に
も
や
さ

'
し

し
く
も
お
ぽ
え
け
れ
ば
」
^
N
趣
深
く
^
情
が
あ
る
と
感
じ
た
の
て
^
が

こ
の
俳
句
を
詠
ん
だ
理
由
て
あ
る

【
現
代
語
訳
】

し
ず

の
き
さ
き

そ
ま
つ

と

里
に
下
る
と
日
は
西
の
山
に
沈
ん
だ
。
粗
末
な
(
家
の
)
軒
先
に
立
っ
て
夜
泊
め
て

よ
い

し
ん
ぐ

た
の

ね

く
れ
な
い
か
と
頼
む
。
寝
具
す
ら
な
い
の
て
、
寝
よ
う
に
も
寝
付
け
な
い
。
宵
の
問
は
、
じ

い
さ
ん
が
た
い
ま
つ
を
と
も
し
て
、
火
の
そ
ぱ
て
と
て
も
小
さ
い
か
ご
を
編
ん
て
い
る
。

よ
し
の

は
な
が
た
み

ざ
お
う
ご
ん

「
何
か
。
」
と
問
う
と
、
「
こ
れ
は
吉
野
の
里
の
花
筐
て
す
。
」
と
言
う
。
「
昔
蔵
王
権

げ
ん

お

現
が
桜
が
散
る
の
を
惜
し
ん
て
(
花
ぴ
ら
を
)
拾
っ
て
(
筐
に
)
お
盛
り
に
な
ら
れ
た
。

そ
の
言
い
伝
え
に
よ
っ
て
、
今
も
吉
野
の
里
て
は
、
貧
し
い
も
の
が
家
の
副
業
と
し
て

は
し

ま

い
る
。
あ
る
時
は
、
子
ど
も
の
遊
ぴ
道
具
と
し
た
り
、
ま
た
種
を
入
れ
て
播
き
始
め
れ

ぱ
、
秋
に
よ
く
実
る
。
こ
れ
を
持
っ
て
い
る
も
の
は
、
す
べ
て
の
災
難
を
ま
ぬ
か
れ
る
。
」

と
語
る
。
趣
深
く
風
情
が
あ
る
と
感
じ
た
の
て
、

み
や
げ
に
し
よ
う
吉
野
の
里
の
花
筐
(
を
)

一
二
ー

R

5

と
む
つ
か
し
」
と
言
っ
て
い
る
。
 
1
線
①
の
あ
と
に
「
人
と
向
か
ひ
た

れ
ば
、
:
:
:
身
も
く
た
び
れ
、
心
も
静
か
な
ら
ず
し
な
ど
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
工
の
「
わ
ず
ら
わ
し
い
」
が
正
解
。

2
 
こ
の
文
章
て
出
て
く
る
の
は
、
訪
問
す
る
側
と
訪
問
さ
れ
る
側
の
関
係

用
も
な
く
長
居
さ
れ
る
と
、
「
よ
ろ
づ
の
こ
と
さ
は
り
て
時
を
う
つ
す
L
(
"

す
べ
て
に
さ
し
つ
か
え
が
あ
り
、
む
だ
に
時
問
を
過
ご
し
て
し
ま
う
)
た

た
が

や
く

め
、
「
互
ひ
」
に
と
っ
て
「
益
な
し
」
(
U
無
益
だ
)
と
言
っ
て
い
る
。

じ
ょ
つ
、
よ
)

3
 
第
一
段
落
と
第
二
段
落
て
は
、
状
況
が
異
な
る
こ
と
に
注
意
す
る
。
第

一
段
落
て
は
「
さ
し
た
る
こ
と
な
く
て
」
(
・
こ
れ
と
い
う
用
事
も
な
く
て
)

訪
問
す
る
場
合
や
「
用
あ
り
て
行
L
 
く
場
合
に
つ
い
て
、
第
二
段
落
て
は

、L

「
同
じ
心
に
向
か
は
ま
ほ
し
く
思
は
ん
」
^
・
互
い
に
向
き
△
口
つ
て
い
た
い

と
思
う
)
人
を
訪
ね
る
場
合
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
用
も
な
く
訪
ね
た

り
、
長
居
し
た
り
す
る
の
は
よ
く
な
い
が
、
相
手
が
気
が
合
っ
人
て
、
エ

の
よ
う
に
「
今
日
は
、
ゆ
っ
く
り
と
語
り
合
い
ま
し
ょ
う
」
と
話
を
す
る

こ
と
を
望
ん
、
て
い
る
場
合
は
別
だ
と
述
べ
て
い
る
の
て
あ
る
。

4
 
設
問
に
「
用
事
が
あ
っ
て
他
人
を
訪
問
し
た
時
」
と
あ
る
の
て
、
古
文

の
「
用
あ
り
て
行
き
た
り
と
も
し
に
着
目
す
る
。
「
そ
の
こ
と
果
て
な
ば

<
、
?
一
ん

と
く
帰
る
べ
し
」
を
現
代
語
に
直
し
、
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
考
え
る
。

【
現
代
語
訳
】

こ
れ
と
い
う
用
事
が
な
く
て
人
の
も
と
に
行
く
の
は
、
よ
く
な
い
こ
と
て
あ
る
。
用

事
が
あ
っ
て
行
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
用
事
が
済
ん
だ
ら
す
ぐ
に
帰
る
の
が
よ
い
。
長

居
を
す
る
の
は
、
た
い
へ
ん
わ
ず
ら
わ
し
い
。
人
と
向
き
合
っ
て
い
る
と
、
言
葉
は
多

つ
か

く
な
り
、
体
も
疲
れ
、
心
も
落
ち
着
か
な
い
。
す
べ
て
に
さ
し
つ
か
え
が
あ
り
む
だ
に

時
問
を
過
ご
し
て
し
ま
う
の
は
、
互
い
に
と
っ
て
無
益
な
こ
と
て
あ
る
。
(
か
と
い
っ

て
客
に
、
)
さ
も
い
や
そ
う
に
言
う
の
も
よ
く
な
い
。
気
に
入
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
時
は
、

か
え
っ
て
そ
の
理
由
を
言
っ
て
し
ま
う
ほ
う
が
よ
い
。

(
た
だ
し
、
)
同
じ
気
持
ち
て
互
い
に
向
き
合
っ
て
い
た
い
と
思
う
人
が
、
ち
ょ
う
ど

((

R

用
も
な
い
の
に
人
を
訪
ね
る
べ
か
ら

く
ら
つ
ほ

)

①
工

②
イ

③
工

④
囲
す
ぐ
に
帰
る

答えと解説

①
解答

①

119

①

解答

116

117

①



ひ
ま
て
、
「
も
う
し
ぱ
ら
く
、

今
日
は
落
ち
着
い
て
(
ゆ
っ
く
り
と
語
り
合
い
ま
し
ょ

う
)
」
な
ど
と
言
う
よ
う
な
時
は
、
こ
の
限
り
て
は
な
い
て
あ
ろ
う
0

逃

秋
と
冬
の
あ
わ
れ
な
る
も
の

①
工

②
ア

③
ウ

④
イ

か
つ
」
は
、
こ
こ
て
は
「
一
方
、
て
は
」
と
い
う
意
味
0
 
「
A
か
つ
B

の
A
.
B
に
あ
た
る
内
容
を
、
傍
線
部
の
前
も
含
め
て
読
み
又
る
0
「

ー
ま
か
せ
っ
つ
」
書
く
一
方
て
、
「
破
り
す
つ
べ
き
も
の
」
だ
と
言
っ
て

い
る
の
て
、
「
書
く
そ
ぱ
か
ら
破
り
捨
て
る
は
ず
の
も
の
」

と
い
う
意
味

て
あ
る
。
作
者
は
、

思
っ
大
こ
と
を
言
わ
な
い
と
腹
が
ふ
く
れ
る
思
い
が

す
る
の
て
、
言
い
古
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

思
っ
た
こ
と
を
書

美
勗
田
め
る
が
、
す
ぐ
に
破
り
捨
て
る
つ
も
り
な
の
て
、

人
の
見
る
も
の
て

ー
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
て
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
工
が
正
羣

P
仂
出
る
問

を
見
よ
う
ー

前
に
強
意
の
係
助
詞

こ
そ
」
か
あ
る
こ
と
に
ハ
蕪
。
結
び
の
活
用
形

は
終
止
形
に
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
こ
は
、
秋
に
劣
ら
な
い
「
欠
一
櫓
れ
の

し
し
き
」
に
つ
ぃ
て
述
べ
て
い
る
部
分
な
の
て
、
「
を
か
し
」
な
ど
の
語

、L

が
入
る
と
わ
か
る
。
よ
っ
て
ウ
が
正
解

ば
、
つ
と
、
つ

A
第
三
段
落
冒
頭
の
文
に

「
冬
枯
れ
の
け
し
き
こ
そ
、
秋
に
は
を
さ
を

さ
お
と
る
ま
じ
け
れ
」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
 
B
 
「
す
さ
ま
じ
き
も

の
に
し
て
、
見
る
人
も
な
き
」
(
・
蝕
へ
ざ
め
な
も
の
と
し
て
見
る
人
も
い

、
、
さ
む
Y
、
む

な
い
)
と
さ
れ
て
い
る
月
が
{
燕
々
と
さ
え
わ
た
る
空
を
、

そ
き
も
の
」
だ
と
し
て
い
る
0

【
現
代
語
訳
】

た
な
ば
た
ゆ
う
が

七
夕
を
祭
る
の
は
(
と
て
も
)
優
雅
な
も
の
て
あ
る
。
し
だ
い
に
夜
が
寒
く
よ
る
こ

ろ
、
雁
力
鳴
い
て
来
る
こ
ろ
、
萩
の
下
葉
が
色
づ
く
こ
ろ
、
早
稲
田
を
那
り
^
す
(
こ
ろ
)

な
ど
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
一
度
に
行
わ
れ
る
の
は
秋
に
多
い
も
の
だ
0
 
ま
た
、
^
^

の
翌
朝
は
と
て
も
趣
深
い
も
の
だ
0

言
い
続
け
る
と
、
ど
れ
も
み
な
源
氏
物
語
や
『
槐
.
^
^

な
ど
に
言
い
古
さ

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
同
し
こ
と
を
、
ま
た
、
改
め
て
は
、
言
わ
よ
、
よ
う
に

し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
わ
け
て
も
な
い
。
思
っ
た
こ
と
を
言
わ
な
い
の
は
、
腹
t
ふ
く

れ
る
思
い
の
す
る
こ
と
て
あ
る
か
ら
、
筆
に
任
せ
な
が
ら
金
白
い
た
)
つ
ま
ら
よ
^

み
ご
と
て
あ
っ
て
、
書
い
た
そ
ぱ
か
ら
破
り
捨
て
る
は
ず
の
も
の
だ
か
ら
、
他
人
{
見

る
ほ
ど
の
も
の
て
は
な
い
0

さ
て
冬
枯
れ
の
様
子
は
、
秋
に
は
ほ
と
ん
ど
劣
る
ま
い
0
 
水
ぎ
わ
の
草
に
P
み
^
が
散

り
か
か
っ
て
、
霜
が
た
い
そ
う
白
く
降
り
て
い
る
朝
遣
り
K
か
ら
大
蒸
気
工
立
つ
の

は
(
と
て
も
)
趣
深
い
。
年
が
暮
れ
は
て
て
、
だ
れ
も
が
せ
わ
し
げ
に
し
て
、
る
こ
ろ

は
、
こ
の
う
え
な
く
風
情
が
あ
る
。
興
ざ
め
な
も
の
と
し
て
、
見
る
人
も
な
い
(
冬
の
)

月
が
寒
々
と
さ
え
わ
た
る
二
十
日
過
ぎ
の
空
は
、
も
の
寂
し
い
感
じ
(
て
趣
が
あ
る
も

の
)
だ
。

出
る
問

゛
=
'

衰
術
と
い
う
人
の
所
へ
行
き
ま
し
た
。
衰
術
は
、
陸
績
の
た

「
こ
れ
(
"

こ
の
部
分

を
現
代
曹
直
し
、
文
末
を
「
S
行
動
。
」
と
し
て
書
く
と
よ
い

0

【
現
代
語
訳
】

え
ん
し
ば
つ

陸
績
が
、
六
歳
の
時

い
こ
と
だ
。
三
年
目
に
は
、
見
事
な
竹
に
な
る
の
に
」
と
申
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
み
ん
よ

力
聞
い
て
「
こ
れ
は
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
惜
し
い
こ
と
だ
」
と
お
っ
し
ゃ
つ
こ
0
 
リ

そ
ぱ
に
い
た
人
が
言
う
に
は
、
「
だ
い
た
い
に
お
い
て
松
茸
な
ど
も
、
惜
し
げ
も
よ

食
べ
る
の
は
無
用
の
こ
と
だ
。
ニ
、
三
年
も
お
い
た
ら
、
大
木
に
な
る
だ
ろ
う
に
と

申
さ
れ
た
。

作
者
は
「
心
ぼ

罰

い
人
に
見
習
わ
せ
た
い
こ
と

①
き
り
ま
わ
し
つ
っ

②
囲
障
子
の
破
れ
を
張
り
替
え
る
こ
と
0

③
イ

④
ウ

⑤
囲
物
は
こ
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
け
を
、
修
理
し
て
用
い

る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
0

さ
や
う
の
事
」
と
は
、
「
そ
の
よ
う
な
こ
と
」
と
い
う
意
味
0
 
^
早
^
ゞ

よ
し
か
げ

障
子
の
破
れ
を
張
り
替
え
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
て
、

兄
の
義
影
が
言
っ
た

言
葉
な
の
て
、
「
障
子
の
破
れ
を
張
り
替
え
る
こ
と
」
を
旨
し
て
、
る
0

長
い
一
文
の
中
て
主
語
が
変
わ
っ
て
い
る
の
て
、
文
脈
を
た
ど
り
、
ム
ゞ

ら
順
に
主
江
叩
を
お
さ
え
よ
う
0

禅
尼
1
明
か
り
障
子
の
破
れ
た
所
だ
け
を
張
っ
て
い
る
↓
兄
の
義
三
:
.

め
し
つ
か

「
な
ん
と
か
と
い
う
(
召
使
い
の
)
男
に
張
ら
せ
ま
し
ょ
う
し
と
言
う
↓

禅
尼
.
「
そ
の
男
(
の
細
工
)
が
私
の
細
工
よ
り
優
れ
て
い
る
こ
と
は
な

い
て
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
、
な
ほ
(
N
や
は
り
)
一
区
切
り
ず
つ

「
張
ら

れ
け
る
」
、
と
な
る
の
、
て
、
傍
線
部
の
主
語
は
「
禅
尼
L
 
て
あ
る
0

破
れ
ぱ
か
り
を
小
刀
し
て
切
り
ま
は
し
つ
っ
」
(
U
皮
れ
た
斤
、
こ
け

を
小
刀
て
あ
ち
ら
こ
ち
ら
切
っ
て
)
張
る
の
轟
尼
の
や
り
方
0
 
こ
れ
に

人
の
申
さ
れ
し
は
」
は
、
「
人
が
申
さ
れ
た
こ
と
に
は
」
と
訳
す
こ

と
が
て
き
る
の
て
、
主
語
を
表
す
「
の
」
て
あ
る
0
 
イ
の
「
雪
刎
条
り
C

る
」
は
「
雪
が
降
っ
た
」
と
訳
す
こ
と
が
て
き
る
の
て
、

こ
れ
が
主
語
を

表
す
ほ
か
は
す
べ
て
連
体
修
飾
語
を
作
る
「
の
」
て
あ
る

【
現
代
語
訳
】

物
事
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
気
が
つ
く
人
が
申
さ
れ
た
こ
と
に
は
、
「
当
代
、
禁
令
{
よ

い
か
ら
と
い
っ
て
、
竹
の
子
を
根
か
ら
掘
っ
て
た
く
さ
ん
も
て
あ
ま
す
こ
と
は
、
廊
し

①
劉
橘
を
袖
に
人
れ
て
持
ち
帰
ろ
う
と
し
た
行
動
0
(
玲
字
)

▲
一

り
く
せ
き

陸
績
の
「
幼
き
人
に
似
あ
は
ぬ
L
(
・
幼
い
人
に
は
似
合
わ
な
い
)
テ

重
と
は
ど
う
い
う
行
動
か
と
考
え
て
前
の
部
分
か
ら
探
す
0

櫂
)
を
三
つ
取
り
て
、
袖
に
入
れ
て
帰
る
」
と
あ
る
の
、
て
、

「

Q
イ

対
し
て
義
影
は
、
「
皆
を
張
り
か
へ
候
は
ん
」
(
"

一
度
に
全
部
張
り
替
え

る
)
ほ
う
が
は
る
か
に
容
易
だ
と
言
っ
た
の
て
あ
る
0

し
た
が
っ
て
、
ウ

が
正
解
。P

伽
出
る
問

⑤

を
見
よ
う
ー

【
現
代
語
訳
】

相
模
守
時
頼
の
母
は
、
松
下
禅
尼
と
申
し
上
げ
た
0

相
模
守
を
お
招
き
な
さ
る
こ
と

か
あ
っ
た
時
に
、
禅
尼
が
自
ら
、
明
か
り
障
子
の
破
れ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
け
を
、
ハ
刀

て
あ
ち
ら
こ
ち
ら
切
っ
て
お
張
り
に
な
っ
て
い
た
の
て
、
兄
の
義
影
が
、
そ
の
日
の
世

、
、
6
を
し
て
控
え
て
い
た
が
、
「
(
そ
の
お
仕
事
は
こ
ち
ら
に
)
い
た
だ
い
て
、
、
d
ん
と
、

と
い
う
分
口
使
い
の
)
男
に
張
ら
せ
ま
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
心
得
が
あ
る
者

て
ご
ざ
い
ま
す
」
と
申
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
(
禅
尼
が
)
「
そ
の
男
(
の
細
工
)
が
、
^
(
"

私
)
の
細
工
よ
り
ま
さ
か
優
れ
て
い
る
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
す
ま
い
0
」
と
言
っ
て
、
や

は
り
一
区
切
り
ず
つ
ぉ
張
り
に
な
っ
た
の
を
(
見
て
)
、
義
影
が
、
「
一
度
に
全
邦
を
張

り
替
え
ま
す
ほ
う
が
、
は
る
か
に
簡
単
て
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
0
(
古
い
紙
と
新
し
、
紙
T
)

ま
だ
ら
に
な
っ
て
い
ま
す
の
も
見
苦
し
く
あ
り
ま
せ
ん
か
0
」
と
、
重
ね
て
申
さ
れ
こ

と
こ
ろ
、
(
禅
尼
は
)
「
私
も
、
あ
と
て
、
さ
っ
ぱ
り
と
張
り
替
え
よ
う
と
思
う
け
れ
ど
も
、

今
日
だ
け
は
、
わ
ざ
と
、
こ
の
よ
う
に
し
て
お
く
の
が
よ
い
の
て
す
0
 
物
は
^
れ
て
、

る
と
こ
ろ
だ
け
を
修
繕
し
て
用
い
る
も
の
だ
と
、
若
い
人
(
"
時
頼
)
に
見
習
わ
せ
て

気
づ
か
せ
よ
う
と
す
る
た
め
て
す
。
」
と
申
さ
れ
た
の
は
、
た
い
そ
う
立
派
て
あ
っ
こ
0

出
る
問

'

゛

R

肩

4

答えと解説

(3) ②
解答

①

解答

①

④

122

123

(3)(2)

R

120

121

①



め
に
、
菓
子
に
橘
を
出
し
た
。
陸
績
は
、
こ
れ
を
三
つ
取
っ
て
、
袖
に
入
れ
て
帰
ろ
う

と
し
、
衰
術
に
お
じ
ぎ
を
し
よ
う
と
し
て
、
た
も
と
か
ら
落
と
し
て
し
ま
っ
た
。
衰
術

は
、
こ
れ
を
見
て
、
「
陸
績
殿
は
、
幼
い
人
に
似
合
わ
な
い
こ
と
(
を
な
さ
る
)
。
」
と

言
い
ま
し
た
と
こ
ろ
、
「
(
橘
が
)
あ
ま
り
に
み
ご
と
な
の
て
、
家
に
(
持
っ
て
)
帰
り
、

あ
た

母
に
与
え
よ
う
と
し
た
た
め
て
す
。
」
と
申
し
ま
し
た
。
衰
術
は
、
こ
れ
を
聞
い
て
、
「
幼

い
心
て
、
こ
の
よ
う
な
心
づ
か
い
は
、
昔
も
今
も
珍
し
い
こ
と
て
あ
る
。
」
と
ほ
め
た

そ
う
て
あ
る
。
そ
う
い
う
わ
け
て
、
世
の
人
々
は
、
彼
が
孝
行
者
て
あ
る
こ
と
を
知
っ

た
そ
う
て
あ
る
。

か

し

肩

8

う
れ
し
い
も
の
は

①
が
っ
か
り
す
る

②
イ

③
お
ぼ
つ
か
な
く

④
工

【
現
代
語
訳
】
が
付
い
て
い
る
と
き
は
、
古
文
と
対
応
さ
せ
な
が
ら
読

む
よ
う
に
す
る
。
古
文
の
「
心
お
と
り
す
る
」
と
対
応
し
て
い
る
の
は
、
【
現

代
語
訳
】
の
四
つ
目
の
文
に
あ
る
「
が
っ
か
り
す
る
」
て
あ
る
。

文
章
全
体
が
「
う
れ
し
き
も
の
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
考
え
る
。
こ
こ
、
て
は
、
「
も
の
の
を
り
、
:
:
:
ほ
め
ら
る
る
L
 
(
・
何
か

の
折
に
ょ
ん
だ
和
歌
、
:
:
:
ほ
め
ら
れ
る
こ
と
^
は
、
「
私
自
身
は
ま
だ

経
験
し
て
い
な
い
こ
と
だ
が
、
や
は
り
想
像
、
て
き
る
こ
と
だ
よ
」
と
言
っ

て
い
る
の
て
、
イ
「
そ
の
と
き
の
う
れ
し
さ
」
が
正
解
。

.
'
ナ

「
ど
ん
な
状
態
か
と
気
が
か
り
て
嘆
い
て
い
た
と
こ
ろ
し
に
対
応
す
る

古
文
は
「
い
か
に
い
か
に
と
お
ぽ
つ
か
な
く
嘆
く
に
」
。
こ
の
中
の
「
お

ぼ
つ
か
な
く
」
が
「
気
が
か
り
て
し
の
意
味
て
あ
る
。

1
S
5
の
こ
と
が
^
現
代
語
訳
^
に
書
か
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
討

す
る
。
 
3
は
、
「
好
き
な
人
が
:
・
」
て
始
ま
る
文
に
室
白
か
れ
て
お
り
、
 
5
は
、

気
に
な
る
夢
を
見
た
と
き
や
大
切
な
人
の
病
状
が
気
が
か
り
て
あ
る
と
き
、

ゆ
め
之
む

し

夢
占
い
師
や
手
紙
に
ょ
っ
て
そ
の
心
配
事
が
解
決
す
る
と
う
れ
し
い
と
書

か
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
て
は
ま
る
。
 
3
 
・
 
5
が
正
し
い
の
て
、
選
択
肢
と

し
て
は
工
が
正
解
と
な
る
。

囲

親
孝
行
す
る
の
は
か
ゆ
い
も
の

)

①
あ
ら
わ

②
家
貧
し
く

③
團
田
②

④
工

9

メ
ー
ル
も
い
い
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
『
文
L
 
よ
!

出
て
い
る
よ
う
な
作
品
に
つ
い
て
は
、
時
代
や
作
者
、
ジ
ャ
ン
ル
な
ど
を

」
く
巧
の
そ
、
つ
し

つ
れ
づ
れ
ぐ
さ

お
さ
え
て
お
こ
う
。
教
科
書
に
出
て
く
る
作
品
は
、
『
枕
草
子
』
『
徒
然
一
早
』

た
け
と
り
へ
い
け

『
竹
取
物
語
』
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
『
平
家
物
語
』
な
ど
て
あ
る
。

【
現
代
語
訳
】

目
新
し
い
と
言
う
よ
う
な
こ
と
て
は
な
い
け
れ
ど
、
手
紙
は
や
は
り
す
ぱ
ら
し
い

も
の
て
あ
る
。
は
る
か
遠
く
の
国
や
地
方
に
い
る
人
の
こ
と
が
、
た
い
へ
ん
気
が
か
り

て
、
ど
う
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
思
う
時
に
、
手
紙
を
見
れ
ぱ
、
た
っ
た
今
(
そ
の
人

と
)
向
か
い
合
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
と
て
も
す
ば
ら
し
い
こ
と
て
あ

る
よ
。
自
分
が
思
う
こ
と
を
(
手
紙
に
)
書
い
て
送
る
と
、
ま
だ
先
方
ま
て
到
着
し
て

い
な
い
て
あ
ろ
う
が
、
満
ち
足
り
た
気
持
ち
が
す
る
も
の
だ
。

①
a
は
る
か
な
る
世
界
に
あ
る
人
 
b
文

C
さ
し
向
か
ひ
た
る

②
工

③
A
イ
 
B
力

「
い
み
じ
き
こ
と
な
り
か
し
」
と
作
者
が
思
っ
た
こ
と
は
、
「
は
る
か
な

る
・
・
:
・
・
お
ぽ
ゆ
る
」
の
部
分
に
圭
国
か
れ
て
い
る
。
こ
の
部
八
刀
を
問
題
文
と

は
な

照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
「
遠
く
離
れ
た
地
方
に
い
る
人
」
・
「
は
る
か

な
る
世
界
に
あ
る
人
L
、
「
手
紙
」
n
「
文
」
、
「
対
面
し
て
い
る
」
n
「
さ
し
向

か
ひ
た
る
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
い
る
と
わ
か
る
。

1
線
②
の
前
の
「
わ
が
思
ふ
:
:
:
行
き
着
か
ざ
る
ら
め
ど
し
の
意
味

か
く
に
ん

を
行
間
の
訳
を
参
考
に
確
認
す
る
。
「
自
分
の
思
う
こ
と
を
書
い
て
送
る

と
、
ま
だ
先
方
ま
て
到
着
し
て
い
な
い
て
あ
ろ
う
が
」
と
い
う
意
味
て
あ

せ
ん
"

る
。
こ
の
意
味
に
自
然
に
続
く
も
の
を
選
択
肢
か
ら
探
す
と
、
工
が
適
切
。

ア
・
イ
前
の
部
分
と
意
味
が
通
ら
な
い
の
て
誤
り
。
ウ
「
長
い
手
紙
」
を

書
い
た
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
の
て
誤
り
。

高
校
入
試
に
は
文
学
史
の
問
題
が
出
る
こ
と
も
あ
る
の
て
、
教
科
書
に

答
①
囲
孔
子
が
馬
を
見
て
牛
と
言
っ
た
こ
と
。

a
 
②
囲
午
と
い
う
文
字
の
縦
画
が
上
に
突
き
出
て
い
る
と
牛
と

い
う
文
字
に
な
る
露
字
)

(
「
縦
画
」
は
「
四
画
目
」
な
ど
て
も
可
)

③
ウ

直
前
に
「
の
た
ま
ひ
け
れ
ぱ
」
(
・
お
っ
し
や
つ
た
の
、
て
)
と
理
由
を

か
き

述
べ
て
ぃ
る
の
て
、
前
の
「
垣
よ
り
、
:
・
・
・
・
の
た
ま
ひ
け
れ
ば
し
の
部
八
刀

き
●
よ
う

か
ら
弟
子
た
ち
が
奇
妙
だ
と
思
っ
た
点
を
と
ら
え
る
。
設
問
に
「
ど
の
よ

う
な
こ
と
に
対
し
て
」
と
あ
る
の
、
て
、
「
:
・
こ
と
。
」
と
答
え
る
0

が
ん
か
い

2
 
直
後
の
、
顔
回
が
思
っ
た
こ
と
が
か
れ
て
い
る
部
分
に
注
目
す
る
。

こ
う
し

顔
回
は
、
孔
子
が
「
馬
が
垣
根
か
ら
頭
を
出
し
て
い
た
こ
と
し
と
「
日
よ

、
つ
ま

み
の
午
と
い
へ
る
文
{
子
の
、
・
・
:
:
牛
と
い
ふ
文
{
子
に
」
な
る
こ
と
と
を
結

び
つ
け
た
と
考
え
て
い
る
。

)3
 
レ
点
が
つ
い
て
い
る
0
く
 
d
 
一
下
か
ι
上
に
返
っ
て
読
む
。
し

(

R

孔
子
が
馬
を
『
牛
」
と
言
っ
た
わ
け

2
 
回
の
「
家
貧
し
く
し
て
、
よ
ろ
づ
、
心
に
足
ら
、
ざ
り
け
り
」
(
・
家
が
貧

し
く
て
、
万
事
思
う
に
任
せ
な
か
っ
た
)
に
着
目
す
る
。
「
帷
喝
」
さ
え

な
か
っ
た
の
も
、
家
が
貧
し
か
っ
た
か
ら
て
あ
る
。

出
る
問

・
側

を
見
よ
う
ー

3

さ
い

ー
、
つ
と
、
つ

こ
ま
、
?

4
 
團
の
冒
頭
に
「
呉
猛
は
、
八
歳
に
し
て
、
孝
あ
る
人
な
り
」
と
あ
り
、

そ
の
あ
と
、
そ
れ
を
示
す
具
体
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
書
か
れ
て
い
る
の
て
、

工
が
適
切
。

【
現
代
語
訳
】

か
お
は
ら
か
れ

圓
夏
の
夜
に
帷
帳
が
な
い
。
/
鄭
が
多
い
が
、
わ
ざ
と
追
い
払
わ
な
い
。
彼
(
"
呉
猛
)

魯

あ

の
脂
と
血
を
飽
き
る
ま
て
吸
わ
せ
て
親
の
部
屋
に
入
れ
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
た
。

)(

た
が
っ
て
、
「
②
、
圏
③
固
、
團
」
の
順
に
読
む
こ
と
に
な
る

【
現
代
語
訳
】

孔
子
が
、
弟
子
た
ち
を
連
れ
て
、
道
を
歩
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
、
垣
根
か
ら
、
馬

つ

だ

が
、
頭
を
突
き
出
し
て
い
る
の
を
見
て
、
(
孔
子
が
)
「
牛
だ
よ
」
と
お
っ
し
ゃ
つ
た
の

て
、
弟
子
た
ち
は
奇
妙
に
思
っ
て
、
何
か
理
由
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
道
々
、

(
孔
子
の
)
考
え
を
知
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
が
、
顔
回
と
い
う
第
一
の
弟
子
が
、
一
里

じ
ゅ
う
に
し

ほ
ど
行
っ
て
、
理
解
し
た
よ
う
に
、
「
十
二
支
の
『
午
』
と
い
う
文
字
の
、
頭
を
突
き

出
し
て
書
い
た
も
の
が
、
牛
と
い
う
文
字
に
な
る
の
て
、
み
ん
な
の
思
考
力
を
試

そ
う
と
し
て
、
お
っ
し
ゃ
つ
た
の
だ
」
と
思
っ
て
、
(
孔
子
に
)
お
尋
ね
し
た
と
こ
ろ
、
「
そ

う
、
そ
の
通
り
」
と
お
答
え
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

(

)(

答えと解説

①

30

R

128

解答

(3) ② ①
解答

R

130

131

③ ② ①

R

124

125

解答
④

126



圓
呉
猛
は
、
八
歳
に
し
て
、
孝
行
心
の
あ
る
人
て
あ
る
。
家
は
貧
し
く
て
、
万
事
思
う

に
任
せ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
夏
に
な
っ
て
も
、
帷
帳
も
な
い
。
呉
猛
は
自
分
て
考

え
た
。
自
分
の
着
物
を
脱
い
て
、
親
に
着
せ
、
自
分
の
体
は
裸
に
な
っ
て
、
蚊
に
食
わ

み
の
が

せ
た
ら
、
蚊
も
自
分
の
体
を
食
い
、
親
を
見
逃
す
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
そ
こ
て
、
い
つ

も
夜
ど
お
し
裸
に
な
り
、
自
分
の
体
を
蚊
に
食
わ
せ
て
、
親
の
ほ
う
へ
蚊
が
行
か
な
い

よ
う
に
し
て
、
(
親
に
)
仕
え
た
と
い
う
こ
と
て
あ
る
。
幼
い
者
の
、
こ
の
よ
う
な
孝

行
は
、
思
い
が
け
な
か
っ
た
こ
と
て
あ
る
。

出
る
問

心①
田
⑥
②
囿
團
⑤

②
人
の
為
に
す

ま
ず
、
「
常
」
は
返
り
点
が
付
い
て
い
な
い
の
て
一
番
先
に
読
む
。
次
に

「
二
」
の
す
ぐ
下
の
字
(
「
世
L
)
か
ら
「
一
L
 
の
付
い
て
い
る
字
(
「
定
」
)

ま
て
続
け
て
読
ん
て
、
「
二
」
の
字
に
返
る
。
書
き
下
し
文
と
し
て
は
、

小
ぢ
や
0

「
常
に
世
間
の
不
定
を
観
じ
て
」
と
な
る
。

2
 
「
為
L
 
に
レ
点
が
付
い
て
い
る
の
て
、
す
ぐ
下
の
「
人
」
を
読
ん
て
「
為
」

に
返
る
。
送
り
が
な
の
「
ノ
」
「
ニ
ス
」
を
ひ
ら
が
な
て
圭
国
き
、
「
人
の
為

に
す
し
と
な
る
。

【
現
代
誤
】

き
ょ
ゆ
う

許
由
は
、
若
い
こ
ろ
か
ら
は
な
や
か
さ
を
好
ま
な
か
っ
た
。
常
に
世
の
は
か
な
さ

①
を
感
じ
て
、
一
局
い
地
位
を
求
め
ず
、
田
畑
を
耕
さ
な
か
っ
た
。

昔
の
学
者
は
自
分
の
(
修
養
の
)
た
め
に
学
問
を
し
た
が
、
今
の
学
者
は
人
の
(
評

②
判
の
)
た
め
に
学
問
を
す
る
。

=
.
ι

(

)(

)
答
①
工

解
X2

 
子
ど
も
た
ち
は
競
っ
て
走
っ
て
い
き
す
も
も
の
実
を

(
取
っ
た
が
、
王
戎
だ
け
は
取
り
に
行
か
な
か
っ
た
(
諦
字
)

③
A
 
道
ば
た
に
あ
る
(
6
字
)

B
 
実
が
た
く
さ
ん
な
っ
て
い
る
(
H
字
)

P
闘
出
る
問

を
見
よ
う
ー

指
需
が
指
す
内
容
を
答
え
る
問
題
な
の
て
、
前
の
部
分
か
ら
「
人
」
か

お
、
ワ
じ
ゆ
、
0
 
ナ
ず
き
そ

王
戎
に
ど
ん
な
こ
と
を
尋
ね
た
の
か
を
と
ら
え
る
。
直
前
の
「
諸
児
競
ひ

ナ
大

し走
り
て
・
・
・
・
:
唯
戎
の
み
動
か
ず
し
に
つ
い
て
尋
ね
て
い
る
と
わ
か
る
。

た
、
つ

古
文
の
「
攸
口
へ
て
日
は
く
、
」
の
あ
と
に
あ
る
王
戎
の
言
葉
「
樹
、
道

辺
に
在
り
て
・
・
・
・
・
・
苦
李
な
ら
ん
」
(
・
木
が
、
道
ば
た
に
あ
る
の
に
{
夫
が

に
一
汪

た
く
さ
ん
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
苦
い
す
も
も
に
き
ま
っ
て
い
る
)

<
、
?
一
ん

目
す
る
。
行
間
の
訳
を
参
考
に
し
て
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
答
え
る
。

【
現
代
語
訳
】

王
戎
が
、
七
歳
の
時
あ
る
日
子
ど
も
た
ち
と
遊
ぴ
、
道
ば
た
の
す
も
も
の
木
に
、

枝
も
折
れ
ん
ぱ
か
り
に
実
が
な
っ
て
い
る
の
を
見
た
。
子
ど
も
た
ち
は
競
っ
て
走
っ
て

い
き
こ
れ
を
取
っ
た
が
、
た
だ
王
戎
だ
け
は
動
か
な
い
。
あ
る
人
が
こ
の
こ
と
を
尋
ね

る
と
、
(
王
戎
が
)
答
え
て
言
う
こ
と
に
は
、
「
木
が
、
道
ぱ
た
に
あ
る
の
に
実
が
た
く

さ
ん
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
苦
い
す
も
も
に
き
ま
っ
て
い
る
。
」
と
。
こ
れ
を
取
る
と

本
当
に
そ
の
通
り
だ
っ
た
。

道
ば
た
の
す
も
も
が
苦
い
わ
け

力

書
き
下
し
文
.
て
の
漢
字
を
読
む
順
番
は
「
人
↓
従
↓
学
↓
者
↓
有
L
。

漢
文
は
「
人
有
従
学
者
」
と
な
っ
て
い
る
の
、
て
、
「
従
学
者
」
を
続
け
て

読
ん
、
て
、
「
有
L
 
に
返
る
返
り
点
が
付
い
て
い
る
も
の
を
選
ぶ
と
よ
い
。

2
 
書
き
下
し
文
と
漢
文
の
漢
字
の
順
を
対
応
さ
せ
て
み
る
。
書
き
下
し
文

力

の
通
り
に
漢
文
を
読
む
に
は
、
「
不
」
と
「
和
」
の
順
を
入
れ
替
え
る
と
よ
い

一
字
下
か
ら
返
っ
て
読
む
返
り
点
は
レ
点
な
の
、
て
、
「
不
」
に
レ
点
を
付

け
る
。
な
お
、
「
而
」
は
置
き
{
子
て
読
ま
な
い
た
め
、
返
り
点
な
ど
は
付

け
な
い
。

【
現
代
語
訳
】と

う
ぐ
う
し
ょ
う
だ
く

董
遇
に
従
っ
て
学
ほ
う
と
す
る
者
が
あ
っ
て
も
、
董
遇
は
教
え
る
こ
と
を
承
諾
し

①
な
い
て
言
う
こ
と
に
は
、
「
必
ず
第
一
に
(
自
分
て
そ
の
書
物
を
)
読
む
こ
と
を
百

回
し
な
さ
い
。
」
と
。

こ
う
し

2
 
孔
子
が
言
う
こ
と
に
は
、
「
人
格
者
は
(
他
人
と
)
調
和
す
る
が
わ
け
も
な
く
賛

し
り
よ

同
し
な
い
、
思
慮
分
別
の
足
り
な
い
人
は
わ
け
も
な
く
賛
同
す
る
が
(
他
人
と
)
調

和
し
な
い
。
」
と
。

オ
て

)

(

(

1

n
鉾1

a
ウ

2
小

そ
ひ
と

(
.

答
ー
ウ

解
 
Q
ウ

②
ア

人
同
而
不
"
和

盾
と
矛
を
売
る
商
人
の
口
上

生
長
を
助
け
よ
う
と
苗
を
引
っ
張
っ
た
結
果
、
枯
れ
て
し
ま
っ
た
こ
とけ

い

か
ら
考
え
る
。
ア
は
「
よ
く
す
る
こ
と
し
が
誤
り
。
「
助
長
」
は
悪
い
傾

こ
う向

を
強
く
す
る
意
味
。

て
し

あ
い

2
 
「
師
」
を
「
並
一
」
や
「
^
し
に
、
「
弟
子
」
を
「
主
月
」
や
「
^
」
に
た
と
え
て
い
る

【
現
代
語
訳
】そ

う
の
、
ー

宋
の
国
の
人
に
、
自
分
の
苗
が
伸
ぴ
な
い
の
を
心
配
し
て
、
苗
の
し
ん
を
引
き

①
伸
ぱ
す
者
が
い
た
。
疫
れ
き
っ
て
帰
り
、
家
人
に
言
う
こ
と
に
は
、
「
今
日
は
疲
れ

き
っ
て
し
ま
っ
た
。
わ
た
く
し
は
苗
の
生
長
を
助
け
て
伸
ば
そ
う
と
し
た
の
だ
」
と
。

そ
の
子
が
走
っ
て
い
っ
て
畑
を
見
る
と
、
苗
は
も
う
枯
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

)3
 
「
陥
さ
、
ざ
る
こ
と
な
き
な
り
し
の
「
、
ざ
る
L
 
「
な
き
」
は
打
ち
消
し
の
言

つ

と
お

葉
。
二
重
に
打
ち
消
し
て
い
る
の
て
「
突
き
通
さ
な
い
も
の
は
な
い
」
(
・

何
て
も
突
き
通
せ
る
)
と
い
う
意
味
。

ほ
こ
こ
、
つ
じ
ょ
う

「
盾
と
矛
と
を
ひ
さ
ぐ
者
L
 
の
口
上
を
聞
い
て
い
た
「
あ
る
人
」
が

、

L
「
子
(
・
あ
な
た
)
の
矛
、
て
1
」
と
言
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
る
。

5
 
「
子
之
盾
」
ま
て
読
ん
、
て
「
陥
L
 
に
返
る
の
、
て
「
一
・
二
点
」
を
用
い
る
。

P
.
闘
出
る
問

を
見
よ
う
ー

6【
現
代
語
訳
】

じ
ま
ん

楚
の
国
の
人
に
盾
と
矛
と
を
売
る
者
が
い
た
。
こ
れ
(
"
盾
)
を
自
慢
し
て
言
う
こ

と
に
は
、
「
私
の
盾
の
堅
い
こ
と
と
い
っ
た
ら
、
突
き
通
す
こ
と
が
て
き
る
も
の
は
な

冨
と

い
の
だ
。
」
と
。
ま
た
、
そ
の
矛
を
自
慢
し
て
言
う
こ
と
に
は
、
「
私
の
矛
の
鋭
い
こ
と

と
い
っ
た
ら
、
ど
ん
な
物
て
も
突
き
通
さ
な
い
こ
と
は
な
い
の
だ
。
」
と
。
(
そ
れ
を
聞

い
て
い
た
)
あ
る
人
が
言
う
こ
と
に
は
、
「
あ
な
た
の
矛
て
、
あ
な
た
の
盾
を
突
い
た

ら
ど
う
な
る
か
。
」
と
。
そ
の
(
盾
と
矛
と
を
売
る
)
人
は
答
え
る
こ
と
が
て
き
な
か

つ
た
の
だ
。

①
い
わ
く

②
ウ

③
イ

④
盾
と
矛
と
を
ひ
さ
ぐ
者

⑤
陥
、
一
子
之
盾
何
如

6
 
話
の
つ
じ
つ
ま
が
合
わ
な
い
こ
と
。

)

(

と
ほ

肩

わ

)

な
、
礼

「
こ
れ
を
褒
め
て
」
言
っ
た
楚
人
四
言
葉
が
あ
と
に
続
き
、
「
我
が
盾
の

、
た堅

き
こ
と
、
:
:
:
し
と
あ
る
の
、
て
、
「
こ
れ
」
は
ウ
「
盾
L
 
、
て
あ
る
0

答えと解説

② 解答
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①
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①

R

132

133
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④

①

③



3

雨
上
が
り
の
春
の
朝

①
万
糸
を
落
と
す

②
三
・
四

③
囲
雨
の
し
ず
く
が
残
っ
て
い
る
様
子
。

④
工

「
二
」
の
付
い
た

ぱ
ん
し

て
の
二
字
「
万
糸
」

P
袷
出
る
問

1

返
り
点
に
着
目
す
る
。

し
や
く
や
く

3
 
「
ゆ
う
べ
し
に
雨
が
降
っ
た
こ
と
に
着
目
す
る
。
芳
一
楽
の
花
び
ら
の
上

む
み
ナ

の
涙
の
よ
う
な
水
滴
は
前
夜
の
雨
の
し
ず
く
て
あ
る
。

び
ょ
う
し
ゃ

し
ゆ
人
ら
い

?
つ
し
゛
<

4
 
【
通
釈
】
の
描
写
を
読
み
取
り
、
春
雷
が
雨
を
降
ら
せ
た
翌
日
の
朝
の

え
が

ま

情
景
を
描
い
て
い
る
こ
と
を
と
ら
え
る
。
ア
「
花
び
ら
が
舞
う
」
、
イ
「
故

郷
に
帰
れ
る
日
を
待
ち
望
む
心
情
」
、
ウ
「
降
り
続
く
春
の
雨
」
が
、
そ

れ
ぞ
れ
誤
り
。

)

①
送
、
、
郭
司
倉

②
①
郭
司
倉

②
A
明
月
 
B
春
潮

③
囲
友
と
の
別
れ
を
惜
し
む
(
9
字
)

「
落
L
 
の
す
ぐ
下
か
ら
「
一
」
の
付
い
た
「
糸
」
ま

を
続
け
て
読
み
、
「
落
」
に
返
る
。

つ
む

を
見
よ
う
!
対
応
す
る
言
葉
の
有
無
と
、

漢
文
「
送
郭
司
倉
L
 
を
、
書
き
下
し
文
て
は
「
團
回
②
團
」
の

順
に
読
ん
て
い
る
。
「
郭
司
倉
」
の
三
字
を
読
ん
て
上
の
「
送
」
に
返
る
の
て

「
一
・
二
点
」
を
用
い
る
。

P
1
 
出
る
問

を
見
よ
う
ー

1

【
詩
の
大
一
昌

き
ば

わ
い
サ
い

門
に
淮
水
の
緑
色
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。
ノ
騎
馬
に
乗
る
君
を
引
き
留
め
た
の

お
う
し
ょ
う
れ
い

お

も
、
主
人
(
・
私
・
王
昌
談
)
の
(
別
れ
を
惜
し
む
)
心
(
の
た
め
て
あ
っ
た
)
。

明
月
が
立
派
な
役
人
(
・
郭
司
倉
)
に
付
き
従
っ
た
よ
う
に
見
え
な
く
な
っ
た
時
春

う
し
お

の
潮
の
よ
う
に
淮
水
の
流
れ
は
夜
ご
と
水
か
さ
が
増
す
だ
ろ
う
(
私
の
思
い
も
深
ま
る

だ
ろ
う
)
。

う
ら

R

A
白
と
赤
の
対
比
な
の
て
、
工
「
色
彩
感
」

や
く
ど
、
つ

B
 
「
軽
快
さ
と
、
・
:
:
・
岸
の
動
き
し
に
合
っ
も
の
は
、
ア
「
躍
動
感
」
。

、

な
霊

電

友
を
送
る
夜

②
ア
・
イ
・
ウ
(
順
不
同
)

一
句
が
五
字
(
五
言
)
て
八
句
(
律
詩
)
か
ら
な
る
の
て
、
「
五
言
律
詩
L
。

1

つ
い

く

2
 
-
・
二
句
目
と
、
三
・
四
句
目
、
五
・
六
句
目
が
そ
れ
ぞ
れ
対
句
に
な

か
く
に
ん

つ
て
い
る
。
対
応
す
る
語
と
返
り
点
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

【
詩
の
大
一
昌

は
か
い

(
私
の
)
国
は
(
戦
い
て
)
破
壊
さ
れ
た
が
、
山
河
は
(
も
と
の
ま
ま
に
)
あ
る
。

し
げ

お

城
(
・
長
安
)
は
春
に
な
り
、
草
木
が
生
い
茂
っ
て
い
る
。
/
時
勢
の
む
ご
さ
に
心
を

痛
め
て
は
、
花
を
見
て
も
涙
が
こ
ほ
れ
/
(
家
族
と
の
)
別
れ
を
恨
め
し
く
感
じ
て
は
、

ら
い
し
抽
う

鳥
の
鳴
き
声
に
も
心
が
乱
れ
る
。
/
(
敵
の
来
を
知
ら
せ
る
)
の
ろ
し
は
三
か
月
に

わ
た
っ
て
あ
が
り
続
け
/
家
族
の
手
紙
は
、
多
く
の
財
宝
に
あ
た
る
く
ら
い
貴
重
て
あ

か
み

か
ん
0
リ

め

か

し
ら
が

お

る
。
白
二
頭
は
掻
け
ぱ
掻
く
ほ
ど
抜
け
落
ち
て
短
く
な
っ
て
い
き
(
冠
を
髪
に

留
め
よ
う
と
し
て
も
)
ま
っ
た
く
か
ん
ざ
し
が
留
ま
ら
な
い
ほ
ど
だ
。

答
住
A
I
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ア

羣
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角

a
イ

R

138

139

② ①
解答

② ①
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