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一 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。（
本
文
の
表
記
の
一
部
を
変
え
て
い
ま
す
。） 

 
注
１
女
学
校
の
二
年
生
く
ら
い
の
時
だ
っ
た
。 

①
授
業
が
終
わ
っ
て
か
ら
図
書
室
に
行
き
、
森
鷗
外

お
う
が
い

の
「
阿
部

あ

べ

一
族
」
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
図
書
室
と
い
っ
て
も
戦
時
中
の
こ
と
だ
か
ら
、
ど
の

棚
も
本
が
二
、三
冊
ば
か
り
頼
り
な
げ
に
身
を
寄
せ
あ
っ
て
い
る
と
い
っ
た
風
情

ふ

ぜ

い

で
、新
刊
本
な
ど
も
は
や
ろ
く
に
出
版
さ
れ
て
は
い
な
い
時
代
だ
っ
た
。 

図
書
係
の
上
級
生
が
一
人
い
る
だ
け
の
、
田
舎
の
女
学
校
の
名
ば
か
り
の
図
書
室
。
少
な
い
本
の
中
か
ら
、
ふ
と
手
に
し
て
さ
し
た
る
期
待
も
な
し
に

②
グ
ウ
ゼ
ン
読
み
だ
し
た
の
だ
が
、
➂
読
み
終
わ
っ
た
と
き
に
は
深
い
溜
息

た
め
い
き

が
出
た
。 

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
「
阿
部
一
族
」
は
、
家
光
時
代
の
肥
後
藩
に
お
け
る
殉
死
を
め
ぐ
る
話
で
あ
る
。 

封
建
時
代
の
④
イ
ン
サ
ン
さ
。
運
命
を
ひ
き
う
け
る
阿
部
一
族
の
剛
毅

ご

う

き

さ
。
注
２
性
格
悲
劇
で
も
あ
り
、
自
分
を
貫
こ
う
と
す
れ
ば
今
尚な

お

、
村
八
分
に
さ

れ
か
ね
な
い
日
本
の
精
神
風
土
を
衝つ

い
て
も
い
て
、
テ
ー
マ
の
お
も
し
ろ
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
私
の
感
動
は
も
っ
と
別
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
よ
う
な

気
が
す
る
。 

「
こ
れ
が
散
文
と
い
う
も
の
か
」 

 

と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。 

 

⑤
図
書
室
を
出
る
と
た
そ
が
れ
て
い
て
、
く
ち
な
し
の
花
が
や
け
に
匂
っ
た
。
強
烈
な
シ
ョ
ッ
ク
で
そ
の
日
の
夕
食
が
な
ぜ
か
ボ
ソ
ボ
ソ
し
た
感
じ
で

⑥
ノ
ド
を
通
っ
た
の
も
、
は
っ
き
り
覚
え
て
い
る
。 

「
阿
部
一
族
」
は
、
ま
る
で
感
情
を
交
え
な
い
よ
う
な
淡
々
と
し
た
叙
述
に
終
始
し
て
い
た
。
け
れ
ど
も
言
葉
の
選
択
は
精
妙
に
働
い
て
い
て
、
た
だ
の

史
実
の
記
述
の
み
に
は
と
ど
ま
っ
て
い
な
い
。 

 

沈
着
、
冷
静
、
簡
潔
。 

 

物
足
り
な
い
く
ら
い
の
そ
っ
け
な
さ
だ
が
、
こ
の
文
章
全
体
の
香
気
は
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
発
散
さ
れ
て
く
る
の
だ
ろ
う
？ 

活
字
の
虫
み
た
い
に
本
好
き
の
子
供
だ
っ
た
の
で
、
そ
れ
ま
で
に
も
手
当
た
り
次
第
に
雑
々

ざ
つ
ざ
つ

と
読
ん
で
い
た
。
⑦
そ
う
せ
き
、
中
勘
助
、
佐
藤
春
夫
、
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吉
川
英
治
、
林
芙ふ

美
子

み

こ

、
吉
屋
信
子
、
横
光
利
一
、
そ
れ
ら
に
比
べ
て
も
鷗
外
の
文
章
は
、
ず
ば
ぬ
け
て
い
い
と
感
じ
ら
れ
た
。 

十
五
歳
く
ら
い
の
小
娘
が
、
と
ふ
り
か
え
っ
て
み
て
思
う
の
だ
が
、
こ
の
時
の
感
動
の
質
に
当
時
表
現
こ
そ
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
に
せ
よ
、「
す
ぐ
れ
た

散
文
と
は
こ
う
い
う
も
の
か
」
と
思
っ
た
そ
の
核
に
は
、
今
書
い
て
き
た
よ
う
な
こ
と
、
す
べ
て
が
詰
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

そ
れ
以
来
、
鷗
外
の
も
の
は
割
合
読
ん
で
き
て
、
そ
の
せ
い
か
人
の
散
文
を
判
定
す
る
底
に
は
、
鷗
外
の
文
章
が
規
準
と
い
う
か
物
差
し
と
い
う
か
、

と
も
か
く
絶
え
ず
存
在
し
動
い
て
き
た
。 

こ
う
し
た
自
分
の
経
験
か
ら
、
現
代
で
も
若
者
の
中
に
似
た
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
活
字
離
れ
と
い
う
現

象
し
か
目
に
見
え
ぬ
人
は
悲
し
い
。
数
は
ほ
ん
と
う
に
少
な
い
が
、
⑧
若
者
の
な
か
に
大
人
顔
負
け
の
良
質
の
読
書
家
が
存
在
す
る
こ
と
を
私
は
実
感
と

し
て
知
っ
て
い
る
。 

な
に
も
散
文
と
だ
け
は
限
ら
な
い
。
い
い
も
の
を
パ
ッ
と
感
受
す
る
力
。
な
に
ゆ
え
い
い
か
と
い
う
こ
と
を
う
ま
く
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
し

て
も
、
そ
の
本
質
を
捉
え
る
力
は
備
わ
っ
て
い
る
筈は

ず

だ
。 

古
典
ぎ
ら
い
の
子
は
私
た
ち
の
時
代
よ
り
更
に
増
え
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
五
十
数
年
を
生
き
て
み
て
、
最
近
つ
く
づ
く
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
の
一

つ
に
、
⑨
文
化
の
蘇
生

そ

せ

い

力
、
復
活
力
と
い
う
も
の
が
あ
る
。 

こ
れ
は
相
当
に
し
ぶ
と
く
て
、
絶
え
る
か
と
見
え
て
ま
た
息
ふ
き
返
す
さ
ま
は
不
思
議
、
不
思
議
と
い
う
し
か
な
い
。 

戦
後
ま
も
な
く
、
短
歌
俳
句
は
第
二
芸
術
と
貶け

な

さ
れ
て
消
え
い
る
か
に
思
わ
れ
た
し
、
⑩
カ
ブ
キ
は
消
滅
寸
前
に
見
え
た
し
、
古
典
文
学
は
ボ
ロ
屑く

ず

よ

り
も
粗
末
に
扱
わ
れ
て
注
３
闇
市
の
蓆

む
し
ろ

の
上
に
投
げ
出
さ
れ
て
い
た
。
あ
ま
り
に
哀
れ
で
十
円
に
満
た
な
い
お
金
で
何
冊
か
買
っ
た
お
ぼ
え
が
あ
る
。
敗

戦
の
大
波
に
、
古
い
も
の
は
根
こ
そ
ぎ
攫さ

ら

わ
れ
そ
う
な
様
相
で
あ
っ
た
の
が
、
息
ふ
き
返
し
て
今
花
ざ
か
り
の
あ
り
さ
ま
を
見
れ
ば
、
実
に
驚
く
の
で
あ

る
。 困

る
の
は
絶
滅
し
て
ほ
し
か
っ
た
も
の
ま
で
、
ま
た
同
時
に
息
ふ
き
返
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
。 

 

⑪
十
代
の
時
は
か
ら
ず
も
、
の
っ
け
か
ら
最
高
の
鷗
外
の
散
文
に
出で

逢あ

っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
だ
が
、
し
か
し
鷗
外
風
に
書
こ
う
と
か
擬

な
ぞ
ら

え
よ
う
と
し
た
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こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
真
似

ま

ね

よ
う
に
も
真
似
る
こ
と
か
な
わ
ぬ
高
度
な
も
の
だ
が
、
さ
ん
ざ
ん
書
か
さ
れ
た
作
文
に
し
ろ
書
く
と
す
れ
ば

と
も
か
く
、
自
分
は
自
分
の
文
章
を
書
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
い
定
め
て
い
た
の
は
我
な
が
ら
殊
勝
で
も
あ
る
。 

鷗
外
が
好
き
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
れ
が
唯
一
無
二
と
思
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
鷗
外
と
は
タ
イ
プ
の
異
な
る
す
ぐ
れ
た
文
章
に
も
そ
れ
以
後
沢
山
触

れ
て
き
た
。
た
だ
原
体
験
と
は
強
い
も
の
で
、
書
く
場
合
な
る
べ
く
明
晰

め
い
せ
き

に
曇
り
な
く
、
と
私
を
引
き
据
え
よ
う
と
す
る
も
の
に
、
若
い
時
読
ん
だ
鷗
外

の
散
文
が
た
し
か
に
存
在
す
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

⑫
し
か
し
散
文
は
む
ず
か
し
い
。
な
ん
と
も
書
き
づ
ら
い
。
こ
れ
を
書
き
な
が
ら
も
行
き
つ
戻
り
つ
、
あ
ち
ら
へ
飛
び
こ
ち
ら
へ
飛
び
も
た
つ
い
て
い

る
。 散

る
文
、
と
は
よ
く
言
っ
た
も
の
だ
。 

一
般
に
は
詩
の
ほ
う
が
む
ず
か
し
い
と
思
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
長
く
書
き
な
れ
た
せ
い
か
私
に
は
詩
の
ほ
う
が
は
る
か
に
楽
で
あ
る
。 

詩
に
は
「
成
っ
た
！
」
と
思
わ
れ
る
瞬
間
が
確
か
に
あ
り
、
そ
れ
は
何
も
の
に
も
代
え
が
た
い
喜
び
で
あ
る
。
も
は
や
付
け
加
え
る
も
の
も
削
る
も
の

も
何
ひ
と
つ
な
い
。
幼
稚
で
も
下
手
で
も
こ
れ
っ
き
り
と
い
う
断
念
の

潔
い
さ
ぎ
よ

さ
に
達
す
る
。
そ
れ
あ
る
た
め
に
書
き
継
い
で
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

⑬
た
だ
氷
河
の
ク
レ
ヴ
ァ
ス
を
平
然
と
飛
び
越
え
る
離
れ
わ
ざ
み
た
い
な
こ
と
を
絶
え
ず
や
っ
て
い
て
、
う
ま
く
い
っ
た
と
き
は
い
い
が
下
手
を
す
る

と
水
た
ま
り
を
跨ま

た

い
だ
ぐ
ら
い
の
こ
と
で
天
馬

て

ん

ま

空
を
行
く
が
ご
と
き
気
分
に
な
っ
て
い
た
り
す
る
の
は
、
わ
れ
ひ
と
と
も
に
よ
く
あ
る
こ
と
だ
。
詩
の
ほ

う
が
、
そ
れ
だ
け
ま
や
か
し
の
入
り
こ
む
余
地
は
大
き
い
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。 

「
な
に
ゆ
え
そ
こ
を
飛
び
越
え
た
の
か
？
」
と
質
問
さ
れ
て
も
説
明
の
し
よ
う
も
な
い
し
、
ま
た
説
明
の
必
要
も
ま
る
っ
き
り
な
い
の
が
詩
で
あ
る
。 

散
文
を
書
く
苦
し
さ
は
、
こ
の
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
そ
う
な
の
だ
。
散
文
の
文
体
は
叙
述
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、

飛
躍
に
つ
ぐ
飛
躍
で
は
上
等
の
散
文
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
事
に
即
し
、
物
に
即
し
て
、
じ
り
じ
り
律
儀

り

ち

ぎ

に
的
を
絞
っ
て
「
こ
う
な
の
で
す
」
と
言
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

そ
れ
が
ひ
ど
く
面
倒

め
ん
ど
う

で
苦
手
な
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
ま
だ
散
文
の
骨
法
を
会
得

え

と

く

し
て
い
な
い
か
、
或あ

る

い
は
ま
た
全
く
散
文
に
は
向
い
て
い
な
い
気
質

か
も
し
れ
な
い
。 
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散
文
を
書
き
な
が
ら
、
ひ
ど
く
こ
ち
ら
を
悩
ま
せ
る
も
の
は
、
例
え
ば
す
ぐ
前
に
書
い
た
「
要
す
る
に
ま
だ
散
文
の
骨
法
を
会
得
し
て
い
な
い
か…

…

」

と
書
い
た
⑭
ト
タ
ン
、 

じ
ゃ
、
詩
の
骨
法
は
も
う
会
得
し
た
？ 

い
え
い
え
と
て
も
の
こ
と
に
。 

だ
っ
た
ら
「
詩
も
未い

ま

だ
し
」
も
含
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
が
、
そ
れ
ま
で
書
く
と
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
し
て
し
ま
う
。 

（『
一
本
の
茎
の
上
に
』
茨
木
の
り
子
） 

 
 
 

注
１ 

女
学
校
・
・
・
旧
制
（
第
二
次
世
界
大
戦
以
前
の
学
校
制
度
）
の
高
等
女
学
校
の
略
。 

注
２ 

性
格
悲
劇
・
・
・
人
間
の
性
格
に
由
来
す
る
悲
劇
。 

注
３ 

闇
市
・
・
・
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
戦
直
後
に
現
れ
た
、
闇
取
引
の
品
物
を
売
る
店
が
集
ま
っ
て
い
る
場
所
。 

 

問
一 

傍
線
部
①
「
授
業
が
終
わ
っ
て
か
ら
図
書
室
に
行
き
、
森
鷗
外
の
『
阿
部
一
族
』
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
森
鷗
外
の
「
阿

部
一
族
」
の
文
章
を
読
ん
で
、
筆
者
が
抱
い
た
印
象
を
説
明
し
た
次
の
文
の
空
欄
に
入
る
最
も
適
当
な
言
葉
を
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。 

 
 
 
 

 
 
 

始
め
か
ら
終
り
ま
で 

１ 

と
し
た
叙
述
で
あ
り
な
が
ら
も
、
言
葉
は 

２ 

に
選
択
さ
れ
て
お
り
、 

３ 

、 

４ 

、 

５ 

で
は
あ
る

が
、 

６ 

に
あ
ふ
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
。 

 

問
二 

傍
線
部
②
・
④
・
⑥
・
⑩
・
⑭
の
片
仮
名
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。 

問
三 

傍
線
部
③
「
読
み
終
わ
っ
た
と
き
に
は
深
い
溜
息
が
出
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
「
深
い
溜
息
」
が
何
を
表
し
て
い
る
か
を
二
十
字
以
内
で 

書
き
な
さ
い
。（
句
読
点
は
字
数
に
入
れ
ま
す
。） 

問
四 

傍
線
部
⑤
「
図
書
室
を
出
る
と
た
そ
が
れ
て
い
て
、
く
ち
な
し
の
花
が
や
け
に
匂
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
表
現
か
ら
わ
か
る
季
節
と
一 

日
の
内
の
い
つ
頃
か
を
書
き
な
さ
い
。 
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問
五 

傍
線
部
⑦
「
そ
う
せ
き
」
と
は
、
誰
の
こ
と
で
す
か
。
姓
名
を
漢
字
で
正
し
く
書
き
な
さ
い
。 

問
六 

傍
線
部
⑧
「
若
者
の
な
か
に
大
人
顔
負
け
の
良
質
の
読
書
家
が
存
在
す
る
こ
と
を
私
は
実
感
と
し
て
知
っ
て
い
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
大
人
顔

負
け
の
良
質
の
読
書
家
」
と
は
ど
の
よ
う
な
読
書
家
で
す
か
。
解
答
欄
に
合
う
よ
う
に
四
十
五
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。 

（
句
読
点
は
字
数
に
入
れ
ま
す
。） 

問
七 

傍
線
部
⑨
「
文
化
の
蘇
生
力
、
復
活
力
」
と
は
ど
の
よ
う
な
力
か
を
説
明
し
な
さ
い
。 

問
八 

傍
線
部
⑪
「
十
代
の
時
は
か
ら
ず
も
、
の
っ
け
か
ら
最
高
の
鷗
外
の
散
文
に
出
逢
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
十
代
で
鷗
外
の
散
文
に

出
逢
っ
た
筆
者
は
書
く
こ
と
に
つ
い
て
ど
ん
な
決
心
を
し
て
い
た
の
か
を
、
解
答
欄
に
合
う
よ
う
に
文
中
か
ら
十
六
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。 

（
句
読
点
は
字
数
に
入
れ
ま
す
。） 

問
九 

傍
線
部
⑫
「
し
か
し
散
文
は
む
ず
か
し
い
」
と
あ
り
ま
す
が
、
筆
者
に
と
っ
て
、
散
文
の
ど
う
い
う
点
が
難
し
い
と
い
う
の
か
を
文
中
の
言
葉

を
使
っ
て
六
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。（
句
読
点
は
字
数
に
入
れ
ま
す
。） 

問
十 

傍
線
部
⑬
「
た
だ
氷
河
の
ク
レ
ヴ
ァ
ス
を
平
然
と
飛
び
越
え
る
離
れ
わ
ざ
み
た
い
な
こ
と
を
絶
え
ず
や
っ
て
い
て
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は 

詩
を
作
る
時
に
行
う
ど
の
よ
う
な
作
業
を
指
し
て
い
る
の
か
を
解
答
欄
に
合
う
よ
う
に
書
き
な
さ
い
。 
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こ
の
ペ
ー
ジ
に
は
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん 
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二 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。（
本
文
の
表
記
の
一
部
を
変
え
て
い
ま
す
。） 

 
そ
の
こ
ろ
町
に
は
よ
く
縁
日
が
た
っ
て
、
人
々
は
植
木
や
鉢
も
の
を
ひ
や
か
す
の
が
好
き
だ
っ
た
。
①
父
は
私
に
、
娘
を
そ
こ
へ
連
れ
て
い
け
、
と
い

う
。
町
に
育
つ
お
さ
な
い
も
の
に
は
、
縁
日
の
植
木
を
み
せ
て
お
く
の
も
、
草
木
へ
関
心
を
も
た
せ
る
、
か
ぼ
そ
い
な
が
ら
の
一
手
段
だ
、
と
い
う
の
だ

っ
た
。
水
を
打
た
れ
た
枝
や
葉
は
、
カ
ン
テ
ラ
の
灯ひ

に
う
つ
く
し
く
見
え
、
私
は
娘
の
手
を
ひ
い
て
、
植
木
屋
さ
ん
と
は
な
し
を
し
た
。「
こ
れ
だ
け
し
ゃ

べ
ら
せ
て
、
な
ん
だ
、
買
っ
て
く
れ
ね
え
の
か
」
と
い
わ
れ
た
り
す
る
と
娘
は
私
の
手
を
か
た
く
握
っ
て
、
引
っ
張
っ
た
。 

春
、
植
木
市
が
た
つ
。
お
寺
の
②
境
内
へ
、
か
な
り
な
商
品
が
運
び
こ
ま
れ
、
ち
ょ
っ
と
し
た
市
な
の
で
あ
る
。
父
は
私
に
ガ
マ
口
を
渡
し
て
、
娘
の

好
む
木
で
も
花
で
も
買
っ
て
や
れ
、
と
い
う
。
汗
ば
む
よ
う
な
、
晴
れ
た
午
後
だ
っ
た
。
娘
が
ほ
し
い
と
い
い
だ
し
た
の
は
、
藤
の
鉢
植
え
だ
っ
た
。
そ

れ
は
花
物
で
は
、
市
の
な
か
の
注
１
お
職

し
ょ
く

だ
っ
た
。
鉢
ご
と
で
ち
ょ
う
ど
私
の
身
長
と
同
じ
く
ら
い
の
高
さ
が
あ
り
、
老
木
で
、
あ
す
あ
さ
っ
て
に
は
咲

こ
う
と
い
う
、
蕾

つ
ぼ
み

の
房
が
ど
っ
さ
り
付
い
て
い
た
。
子
供
は
、
て
ん
か
ら
問
題
に
な
ら
な
い
高
級
品
を
、
無
邪
気
に
ほ
し
が
っ
た
の
で
あ
る
。
子
供
だ
か

ら
こ
そ
、
注
２
お
め
ず
臆
せ
ず
ね
だ
る
が
、
聞
か
ず
と
も
知
れ
る
高
価
で
あ
る
。 

③ 

ガ
マ
口
の
小
銭
で
買
え
る
も
の
で
は
な
い
。 

④ 

私
は
買
う

気
な
ど
な
く
て
、
⑤
子
供
と
藤
の
不
釣
合
い
な
お
か
し
さ
を
笑
っ
て
す
ま
せ
、
藤
の
代
わ
り
に
赤
い
草
花
を
ど
う
か
と
す
す
め
た
。
子
供
は
そ
れ
ら
の
花

は
、
以
前
に
も
う
買
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
し
り
ぞ
け
、
小
さ
い
山
椒

さ
ん
し
ょ

の
木
を
取
っ
た
。
お
職
の
藤
か
ら
一
度
に
大
下
落
の
山
椒
だ
っ
た
。
ほ
し
い
も
の
が

買
っ
て
も
ら
え
な
く
て
、 

⑥ 

安
値
の
も
の
を
嫌
味
に
す
ね
た
の
で
は
な
い
。
彼
女
は
さ
ん
し
ょ
の
葉
と
し
ら
す
ぼ
し
を
、
醬
油

し
ょ
う
ゆ

で
い
り
つ
け
た
の
を

ご
は
ん
に
ぱ
ら
ぱ
ら
と
ま
き
、
お
菜
に
玉
子
焼
を
つ
け
た
お
弁
当
が
、
大
好
き
だ
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
藤
で
な
く
て
も
、
山
椒
で
も
子
供
は
無
邪
気

に
喜
ん
で
い
た
。
私
も
そ
れ
で
よ
い
、
と
思
っ
て
う
た
が
わ
な
か
っ
た
。 

と
こ
ろ
が
夕
方
⑦
シ
ョ
サ
イ
か
ら
で
て
き
た
父
が
、
み
る
み
る
⑧
フ
キ
ゲ
ン
に
な
っ
た
。
藤
の
選
択
は
ま
ち
が
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
。
市
で
一
番
の

花
を
選
ん
だ
と
は
、
花
を
見
る
た
し
か
な
目
を
も
っ
て
い
た
か
ら
の
こ
と
、
な
ぜ
そ
の
確
か
な
目
に
応
じ
て
や
ら
な
か
っ
た
の
か
、
藤
は
当
然
買
っ
て
や

る
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
に
、
と
い
う
。
⑨
そ
う
い
わ
れ
て
も
ま
だ
私
は
気
が
つ
か
ず
、
そ
れ
で
も
藤
は
バ
カ
値
だ
っ
た
か
ら
、
と
弁
解
す
る
と
父
は
⑩
真

顔
に
な
っ
て
お
こ
っ
た
。
好
む
草
な
り
木
な
り
を
買
っ
て
や
れ
、
と
い
い
つ
け
た
の
は
自
分
だ
、
だ
か
ら
わ
ざ
と
自
分
用
の
ガ
マ
口
を
渡
し
て
や
っ
た
、
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子
は
藤
を
選
ん
だ
、
だ
の
に
な
ぜ
買
っ
て
や
ら
な
い
の
か
、
金
が
足
り
な
い
の
な
ら
、
ガ
マ
口
ご
と
注
３
手
金
に
う
て
ば
そ
れ
で
済
む
も
の
を
、
お
ま
え

は
親
の
い
い
つ
け
も
、
子
の
せ
っ
か
く
の
選
択
も
無
に
し
て
、
平
気
で
い
る
。
な
ん
と
浅
は
か
な
心
か
、
し
か
も
、
藤
が
た
か
い
の
バ
カ
値
の
と
い
う
が
、

い
っ
た
い
何
を
物
差
に
し
て
、
価
値
を
き
め
て
い
る
の
か
、
多
少
値
の
張
る
買
物
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
そ
の
藤
を
子
の
心
の
養
い
に
し
て
や
ろ
う
と
、
な

ぜ
思
わ
な
い
の
か
、
そ
の
藤
を
き
っ
か
け
に
、
ど
の
花
を
も
い
と
お
し
む
こ
と
を
教
え
て
や
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
子
一
生
の
心
の
う
る
お
い
、
女
一
代
の

目
の
楽
し
み
に
も
な
ろ
う
、
も
し
ま
た
も
っ
と
深
い
機
縁
が
あ
れ
ば
、
子
供
は
藤
か
ら
蔦つ

た

へ
、
蔦
か
ら
も
み
じ
へ
、
松
へ
杉
へ
と
関
心
の
芽
を
伸
ば
さ
な

い
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
そ
う
な
れ
ば
そ
れ
は
も
う
、
そ
の
子
が
財
産
を
も
っ
た
も
同
じ
こ
と
、
こ
れ
以
上
の
価
値
は
な
い
、
子
育
て
の
最
中

さ

な

か

に
い
る
親
が

誰
し
も
思
う
こ
と
は
、
ど
う
し
た
ら
子
の
か
ら
だ
に
、
心
に
、
い
い
養
い
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
そ
れ
ば
か
り
思
う
も
の
だ
、
金
銭
を
先
に
云
々

う
ん
ぬ
ん

し
て
、
子
の
心
の
栄
養
を
考
え
な
い
処
置
に
は
、
あ
き
れ
て
も
の
も
い
え
な
い―

―

さ
ん
ざ
ん
に
き
め
つ
け
ら
れ
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑪
藤
の
代
わ
り
に
買
い
与
え
た
山
椒
が
、
叱
ら
れ
た
あ
と
の
感
情
を
よ
け
い
せ
つ
な
く
し
た
。
注
４
一
尺
五
寸
ほ
ど
の
貧
弱
な
木
だ
が
、
鮮
緑
の
葉
は
揉も

め
ば
高
い
香
気
を
は
な
ち
、
噛か

め
ば
鋭
い
味
を
ひ
ろ
げ
、
棘と

げ

は
⑫
ヨ
ウ
シ
ャ
な
く
刺
し
た
。
誰
の
た
め
に
あ
が
な
っ
た
木
だ
ろ
う
と
、
思
わ
さ
れ
た
。
だ

が
、
叱
ら
れ
た
の
は
身
に
し
み
た
が
、
さ
れ
ば
と
い
っ
て
そ
の
後
私
が
心
を
改
め
、
縁
日
の
た
び
に
子
に
花
の
た
の
し
さ
を
コ
ー
チ
し
た
の
で
は
な
い
。

と
か
く
ル
ー
ズ
な
の
で
あ
る
。 

子
は
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
。
花
を
見
て
も
、
き
れ
い
だ
と
い
う
だ
け
、
木
を
見
て
も
、
大
き
な
木
ね
と
い
う
だ
け
、
植
物
に
は
そ
れ
以
上
は
心
が
動

か
な
い
よ
う
だ
っ
た
。
世
話
を
し
て
花
を
咲
か
す
な
ど
は
、
面
倒

め
ん
ど
う

そ
う
。
庭
木
の
枯
れ
枝
を
一
本
切
る
に
さ
え
、
し
ぶ
り
が
ち
で
あ
る
。
ほ
か
に
は
優
し

い
心
を
も
つ
ほ
う
な
の
だ
が
、
野
良

の

ら

犬い
ぬ

に
ふ
み
倒
さ
れ
た
小
菊
を
、
お
こ
し
て
や
ろ
う
と
も
し
な
い
固
さ
な
の
で
あ
る
。
草
木
を
い
と
お
し
ま
ぬ
女
が
、

ど
ん
な
に
味
気
な
い
も
の
か
、
子
な
が
ら
⑬
う
と
ま
し
く
思
う
時
も
あ
っ
た
。
話
し
て
も
説
い
て
も
、
心
が
動
か
な
い
よ
う
だ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
も
私
は
、

あ
の
時
の
藤
で
チ
ャ
ン
ス
を
失
っ
た
ら
し
い
と
、
後
悔
す
る
こ
と
が
度
々
あ
っ
た
の
だ
が
、
今
更
な
が
ら
こ
の
責
任
は
自
分
に
あ
る
、
と
つ
ら
い
思
い
を

し
た
。
⑭
い
く
ら
辛つ

ら

く
思
っ
て
も
、
も
う
お
そ
か
っ
た
。 

年
々
四
季
は
め
ぐ
る
。
芽
立
ち
、
花
咲
き
、
実
り
、
枯
れ
お
ち
る
。
そ
の
こ
と
あ
る
た
び
に
心
は
い
た
ん
だ
。
が
、
そ
の
ま
ま
娘
は
人
の
も
と
へ
縁
付

い
た
。
孫
が
う
ま
れ
た
時
、
こ
の
子
は
草
木
を
い
と
お
し
む
子
に
な
れ
と
、
ひ
そ
か
に
祈
っ
た
。
子
に
⑮
怠
っ
た
こ
と
を
、
孫
で
つ
と
め
た
い
と
思
っ
た
。 
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け
れ
ど
も
、
私
の
お
も
わ
く
は
が
ら
り
と
外
れ
た
。
い
い
ほ
う
に
外
れ
た
の
で
あ
る
。
思
い
が
け
な
い
こ
と
に
、
娘
の
夫
は
花
を
好
み
、
木
を
育
て
よ

う
と
す
る
人
だ
っ
た
。
土
を
い
じ
り
、
種
を
ま
い
て
喜
ぶ
の
で
あ
る
。
子
が
う
ま
れ
、
結
婚
生
活
が
落
ち
着
い
て
か
ら
、
そ
の
趣
味
と
い
う
か
心
柄
と
い

う
か
が
、
や
っ
と
形
に
な
っ
て
現
れ
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
意
外
な
感
じ
が
し
た
の
だ
が
、
も
っ
と
意
外
だ
っ
た
の
は
、
そ
う
い
う
夫
に
つ
れ
て
娘
も
し

み
じ
み
と
花
を
み
つ
め
、
芽
を
い
と
お
し
む
気
を
も
っ
た
こ
と
だ
っ
た
。
ほ
っ
と
し
て
、
私
は
も
う
孫
の
こ
と
も
安
心
し
た
。 

そ
の
こ
ろ
か
ら
、
し
き
り
に
、
一
度
は
ど
こ
か
へ
藤
の
花
を
た
ず
ね
た
い
、
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
⑯
追
憶
で
も
あ
り
、
あ
の
藤
の
と
き
の
詫わ

び
心

で
も
あ
り
、
改
め
て
藤
に
見
参
し
よ
う
と
い
う
気
も
あ
っ
て
の
思
い
た
ち
だ
っ
た
。 

こ
の
春
、
東
京
に
近
い
地
域
の
、
古
藤
と
い
わ
れ
る
花
を
見
て
歩
い
た
。
野
や
山
に
自
然
の
ま
ま
に
あ
る
藤
で
な
く
、
人
に
培

つ
ち
か

わ
れ
、
か
ば
わ
れ
て
い

る
藤
で
あ
る
。
み
な
、
美
事

み

ご

と

な
花
を
つ
け
て
い
た
。
一
枝
に
つ
い
て
い
る
花
で
も
、
花
房
に
長
短
が
あ
り
、
花
色
も
、
早
く
咲
い
た
も
の
は
う
す
く
褪さ

め

て
い
た
し
、
今
さ
か
り
な
の
は
紫
が
濃
い
よ
う
に
み
え
た
。
注
５
お
の
が
じ
し
、
咲
く
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
花
は
ど
の
花
も
お
の
が
じ
し
咲
く
が
、
園

の
藤
、
棚
の
藤
と
い
う
と
、
一
面
ひ
と
つ
ら
の
幕
に
な
っ
て
さ
が
る
、
よ
う
に
思
い
ち
が
え
る
。
遠
見
は
そ
の
通
り
だ
が
、
近
く
み
れ
ば
、
よ
く
似
て
し

か
も
そ
れ
ぞ
れ
だ
っ
た
。
長
い
房
は
メ
ー
ト
ル
を
超
し
て
、
優
雅
で
あ
る
。
短
い
房
は
、
同
勢
そ
ろ
っ
て
、
さ
ざ
め
く
よ
う
に
揺
れ
、
こ
れ
も
美
し
い
。

藤
波
と
い
う
が
、
風
が
わ
た
れ
ば
ま
さ
に
波
と
み
え
る
。
な
ん
と
い
う
こ
と
も
な
く
こ
の
花
に
「
情
緒
」
と
い
う
言
葉
を
思
い
当
て
た
。
植
木
市
の
な
か

で
幼
い
目
が
捕
ら
え
た
の
も
、
あ
る
い
は
情
緒
で
あ
っ
た
か
と
察
し
、
亡
父
が
あ
の
時
あ
ん
な
に
お
こ
っ
て
、
心
浅
い
女
だ
と
私
を
き
め
つ
け
た
の
も
、

花
が
藤
だ
っ
た
か
ら
の
せ
い
も
あ
ろ
う
か
、
と
思
い
、
ま
た
、
い
や
い
や
待
て
よ
、
そ
う
何
も
か
も
身
に
ひ
き
つ
け
て
、
収
支
計
算
し
た
が
る
こ
と
こ
そ
、

よ
こ
し
ま
だ
、
と
も
思
い
な
お
し
つ
し
た
。 

 

 

し
か
し
、
花
よ
り
も
そ
の
根
に
、
お
ど
ろ
い
た
。
千
年
の
古
藤
と
い
う
か
ら
に
は
、
根
ま
わ
り
何
十
尺
と
数
え
る
太
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
形

状
の
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
の
に
は
、
目
が
圧
迫
さ
れ
た
。
う
ね
り
合
い
、
か
ら
み
合
い
、
盛
り
上
が
り
、
は
い
伏
し
、
そ
れ
は
強
大
な
力
を
感
じ
さ
せ
る

と
と
も
に
、
ひ
ど
く
素
直
で
な
い
も
の
、
我
の
強
い
も
の
、
複
雑
、
醜
怪
を
感
じ
さ
せ
た
。
花
は
ど
こ
ま
で
も
や
さ
し
く
美
し
く
、
足
も
と
は
見
る
も
こ

わ
ら
し
く
、
こ
の
根
を
見
て
花
を
仰
げ
ば
、
花
の
美
し
さ
を
ど
う
し
よ
う
と
お
ろ
お
ろ
し
て
し
ま
う
。
だ
が
、
そ
れ
な
ら
と
い
っ
て
、
立
ち
去
れ
も
し
な

か
っ
た
。
こ
わ
い
も
の
の
持
つ
、
押
さ
え
つ
け
て
く
る
力
が
あ
っ
て
、
連
れ
の
人
に
う
な
が
さ
れ
る
ま
で
、
私
は
た
た
ず
ん
で
い
た
。 
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ど
う
考
え
て
い
い
か
、
い
ま
も
っ
て
納
得
は
つ
い
て
い
な
い
。
た
だ
、
花
に
む
か
っ
て
は
、
追
憶
も
詫
び
も
済
ま
せ
て
き
た
、
と
い
う
思
い
が
あ
る
。

根
に
は
今
度
こ
の
た
び
新
し
く
対
面
し
た
、
と
い
う
印
象
が
濃
い
。
い
ず
れ
、
ま
だ
こ
の
次
も
、
そ
の
根
に
逢あ

い
に
い
く
だ
ろ
う
、
と
い
う
気
が
あ
る
し
、

ま
た
一
方
、
今
度
は
山
に
谷
に
生
き
る
自
然
の
古
い
藤
、
若
い
藤
の
、
花
も
根
も
見
せ
て
も
ら
お
う
、
と
も
心
づ
も
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
こ

と
を
思
う
の
は
、
橋
を
も
吊つ

る
と
い
う
、
藤
の
強
さ
に
し
ば
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（『
木
』
幸
田
文
） 

 
 
 

注
１ 

お
職
・
・
・
最
高
の
も
の
。 

 
 
 

注
２ 

お
め
ず
臆
せ
ず
・
・
・
す
こ
し
も
気
お
く
れ
し
な
い
で
。 

 
 
 

注
３ 

手
金
に
う
て
ば
・
・
・
手
付
金
と
し
て
渡
せ
ば
。 

 
 
 

注
４ 

一
尺
五
寸
・
・
・
約
四
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
一
尺
は
約
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。 

注
５ 

お
の
が
じ
し
・
・
・
め
い
め
い
。
そ
れ
ぞ
れ
。 

 

問
一 

傍
線
部
①
「
父
は
私
に
、
娘
を
そ
こ
へ
連
れ
て
い
け
、
と
い
う
」
と
あ
り
ま
す
が
、
父
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
の
で
す
か
。
文
中
の
言
葉
を

使
っ
て
二
十
五
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。（
句
読
点
は
字
数
に
入
れ
ま
す
。） 

問
二 

傍
線
部
②
・
⑦
・
⑧
・
⑫
・
⑮
の
片
仮
名
は
漢
字
に
、
漢
字
は
平
仮
名
に
直
し
な
さ
い
。 

問
三 

空
欄
部
③
・
④
・
⑥
に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
、
次
の
ア
～
キ
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

（
同
じ
記
号
を
二
回
用
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。） 

 
 

ア 

い
く
ら 

 

イ 

い
つ
も 

 

ウ 

か
な
り 

 

エ 

ぜ
ひ 

 

オ 
と
て
も 

 

カ 

も
ち
ろ
ん 

 

キ 

わ
ざ
と 

問
四 

傍
線
部
⑤
「
子
供
と
藤
の
不
釣
合
い
な
お
か
し
さ
」
に
つ
い
て
、
私
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
「
不
釣
合
い
な
お
か
し
さ
」
を
感
じ
た
の
で
す
か
。

文
中
の
言
葉
を
使
っ
て
書
き
な
さ
い
。 
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問
五 

傍
線
部
⑨
「
そ
う
い
わ
れ
て
も
ま
だ
私
は
気
が
つ
か
ず
」
と
あ
り
ま
す
が
、
私
は
父
の
子
に
対
す
る
ど
の
よ
う
な
思
い
に
気
が
つ
い
て
い
な
い
の

で
す
か
。
文
中
の
言
葉
を
使
っ
て
四
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。（
句
読
点
は
字
数
に
入
れ
ま
す
。） 

問
六 
傍
線
部
⑩
・
⑬
の
文
中
で
使
わ
れ
て
い
る
意
味
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
オ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

⑩
「
真
顔
に
な
っ
て
」 

 

ア 

真
っ
赤
に
な
っ
て 

 
 

イ 

無
表
情
な
顔
を
し
て 

 
 

ウ 

真
剣
な
面
持
ち
に
な
っ
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

エ 

真
っ
青
に
な
っ
て 

 
 

オ 

け
げ
ん
な
顔
を
し
て 

 
 

⑬
「
う
と
ま
し
く
思
う
」 

ア 

避
け
た
い
と
思
う 

 
 

イ 

い
き
ど
お
り
を
覚
え
る 

 

ウ 

あ
っ
け
に
と
ら
れ
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

エ 

気
味
が
悪
い
と
思
う 

 

オ 

興
味
が
ひ
か
れ
る 

問
七 

傍
線
部
⑪
「
藤
の
代
わ
り
に
買
い
与
え
た
山
椒
が
、
叱
ら
れ
た
あ
と
の
感
情
を
余
計
に
せ
つ
な
く
し
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
と
き
私
の
気
持

ち
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
で
す
か
。
文
中
の
言
葉
を
使
っ
て
七
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。（
句
読
点
は
字
数
に
入
れ
ま
す
。） 

問
八 

傍
線
部
⑭
「
い
く
ら
辛
く
思
っ
て
も
、
も
う
お
そ
か
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
時
の
私
の
気
持
ち
を
説
明
し
た
次
の
文
の
空
欄
Ａ
～
Ｃ
に
当

て
は
ま
る
言
葉
を
文
中
の
言
葉
を
使
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
指
定
し
た
字
数
で
書
き
な
さ
い
。（
句
読
点
は
字
数
に
入
れ
ま
す
。） 

  
 
 
 

Ａ
（
十
五
字
程
度
） 

責
任
は
、 

 

Ｂ
（
十
五
字
程
度
） 

自
分
に
あ
る
と
、
つ
ら
く
思
い 

Ｃ
（
五
字
以
内
） 

気
持
ち
。 

 

問
九 

傍
線
部
⑯
「
追
憶
で
も
あ
り
、
あ
の
藤
の
と
き
の
詫
び
心
で
も
あ
り
」
と
あ
り
ま
す
が
、
私
の
「
追
憶
」
や
「
詫
び
心
」
を
表
し
て
い
る
一
文
の

最
初
の
五
字
を
抜
き
出
し
な
さ
い
。 
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問
十 

本
文
の
内
容
に
合
う
も
の
を
次
の
ア
～
オ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

ア 

子
は
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
市
で
一
番
の
花
を
選
ぶ
な
ど
、
花
を
見
る
目
を
持
っ
て
い
て
、
大
人
に
な
っ
て
も
ま
す
ま
す
花
へ
の
関
心
を
広
げ
、
花

の
世
話
を
楽
し
ん
で
い
た
。 

 
 

イ 
父
は
わ
が
ま
ま
で
、
自
分
の
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
と
怒
り
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
孫
に
対
し
て
は
か
わ
い
く
て
た
ま
ら
な
い
様
子

で
、
優
し
く
接
し
て
い
た
。 

 
 

ウ 

私
は
父
の
感
情
を
損
ね
な
い
よ
う
に
父
の
胸
中
を
察
し
た
り
、
父
の
期
待
に
応
え
る
た
め
常
に
努
力
を
重
ね
た
り
す
る
よ
う
な
、
繊
細
で
生
真

面
目
な
性
格
で
あ
っ
た
。 

 
 

エ 

父
は
も
の
の
美
し
さ
を
味
わ
い
感
動
す
る
心
を
持
つ
こ
と
は
大
切
で
あ
る
と
考
え
、
価
値
の
あ
る
も
の
に
対
し
て
は
、
相
応
の
対
価
を
払
う
べ

き
だ
と
考
え
て
い
た
。 

 
 

オ 

私
は
藤
の
花
の
や
さ
し
く
優
雅
な
景
色
と
、
藤
の
根
の
力
強
く
恐
ろ
し
い
様
を
見
て
、
そ
の
対
照
的
な
姿
に
あ
こ
が
れ
を
抱
き
、
藤
の
と
り
こ

に
な
っ
て
い
た
。 
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三 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。（
本
文
の
表
記
の
一
部
を
変
え
て
い
ま
す
。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

面
倒
を
み
さ
せ
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
大
納
言

だ
い
な
ご
ん

な
る
人
の
若わ

か

公ぎ
み

を
清
水
寺
の
法
師
に
養
は
せ
け
り
。
父
も
知
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
母
の
沙
汰
に
て
①
養
は
せ
け
る
に
、
乳
母

め

の

と

、
法
師
に
な
し
て
清 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
げ
さ
で
慎
み
の
な
い
名 

水
寺
の
寺
僧
に
な
し
て
名
を
ば
大
納
言
大
別
当

だ
い
べ
っ
と
う

と
ぞ
②
い
ひ
け
る
。
こ
ち
な
か
り
け
る
名
な
り
か
し
。
件

く
だ
ん

の
僧
、
以

外

も
っ
て
の
ほ
か

に
能
書
を
好
み
て
心
ば
か
り
は 

 

た
し
な
み
て
、
③
「
わ
れ
は
」
と
ぞ
思
ひ
た
り
け
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

書
か
れ
た
時
か
ら
長
い
年
月
が
経
っ
て 

 
 
 

文
字
の
跡
だ
け
が
、 

当
寺
の
額
は
注
侍
従

じ
じ
ゅ
う

大
納
言
行
成
の
書
き
給
へ
る
な
り
。
年
久
し
く
な
り
て
文
字
み
な
消
え
て
か
た
ば
か
り
見
ゆ
る
を
、
こ
の
大
納
言
大
別
当
、「
④
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
尊
い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ど
う
し
て
簡
単
に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

字
の
み
な
消
え
失
せ
ぬ
と
き
、
わ
れ
修
復
せ
ん
」
と
い
へ
ば
、
古
老
の
寺
僧
等
、「
さ
し
も
や
む
ご
と
な
き
人
の
筆
跡
を
ば
、
い
か
が
た
や
す
く
と
め
給
は 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

消
え
て
し
ま
っ
た
ら
、 

 

ど
う
し
よ
う
も
な
い
。 

 

特
に
も
と
の
字
と
変
え
て
新 

ん
」
と
か
た
ぶ
き
あ
ひ
け
れ
ば
、「
い
か
な
る
聖
跡
重
宝
な
り
と
も
、
あ
と
か
た
な
く
消
え
う
せ
ん
に
は
、
な
に
の
益
か
あ
ら
ん
。
別
し
て
わ
た
く
し
の 

た
に
書
き
加
え
な
ど
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
よ
く
な
い
だ
ろ
う
が
、 

 
 

そ
の
跡
だ
け
で
も 

点
を
も
加
へ
ば
こ
そ
憚

は
ば
か

り
も
あ
ら
め
、か
た
ば
か
り
も
そ
の
跡
の
み
ゆ
る
時
、も
と
の
文
字
の
上
を
と
め
て
鮮
や
か
に
な
さ
ん
は
、な
に
の
難
か
あ
ら
ん
。 

金
箔
を
貼
っ
て
美
し
く
修
理
す
る
こ
と
も
あ
る
の
だ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

外
し
て 

 
 
 
 
 
 

下
地
も 

古
き
仏
に
も
箔
を
ば
押
す
ぞ
か
し
」
な
ど
い
へ
ば
、「
⑤
ま
こ
と
に
さ
も
あ
り
」
と
て
ゆ
る
し
て
け
り
。
そ
の
時
額
を
は
な
ち
て
あ
ら
た
に
地
彩
色
し
て
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

字
の
う
へ
と
め
て
け
り
。
か
か
る
程
に
つ
ぎ
の
日
、
俄

に
は
か

に
雷
電
お
び
た
た
し
く
し
て
、
そ
の
額
を
雨
そ
そ
ぎ
て
、
み
な
す
み
を
洗
ひ
て
た
だ 

⑥ 

に 
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ど
ん
な
横
な
ぐ
り
の
雨
で
も 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

な
し
て
け
り
。
不
思
議
の
事
な
り
。「
い
か
な
る
よ
こ
雨
に
も
か
く
額
の
ぬ
る
る
事
は
な
き
に
、
そ
の
う
へ
た
と
ひ
雨
に
ぬ
れ
ん
か
ら
に
、
や
が
て
す
こ
し 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
り
ざ
た
し
て
い
る
う
ち
に 

も
も
と
に
た
が
は
ず
彩
色
も
文
字
も
消
え
う
す
べ
き
事
か
は
。
⑦
こ
れ
は
た
だ
事
に
あ
ら
ず
。
お
そ
ろ
し
き
わ
ざ
な
り
」
と
い
ひ
て
の
の
し
る
ほ
ど
に
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

若
く
し
て
突
然
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
か
い
う
こ
と
だ
。 

四
五
日
を
へ
て
、
か
の
大
納
言
大
別
当
夭
亡

え
う
ま
う

し
に
け
る
と
な
ん
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（『
古
今
著
聞
集
』） 

注 
 

侍
従
大
納
言
行
成
・
・
・
藤
原
行
成
。
小
野
道
風
、
藤
原
佐
理
と
並
び
称
さ
れ
た
能
筆
家
。 

 

問
一 

傍
線
部
①
「
養
は
せ
け
る
」・
②
「
い
ひ
け
る
」
を
現
代
仮
名
遣
い
に
改
め
て
、
す
べ
て
平
仮
名
で
書
き
な
さ
い
。 

問
二 

傍
線
部
③
「『
わ
れ
は
』
と
ぞ
思
ひ
た
り
け
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
オ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

ア 

大
納
言
大
別
当
は
、「
自
分
は
書
を
一
応
は
身
に
つ
け
た
。」
と
思
っ
て
い
た
。 

イ 

大
納
言
大
別
当
は
、「
自
分
は
書
が
ほ
ん
と
う
に
好
き
だ
。」
と
思
っ
て
い
た
。 

ウ 

大
納
言
大
別
当
は
、「
自
分
こ
そ
が
書
の
名
手
だ
。」
と
思
っ
て
い
た
。 

エ 

大
納
言
大
別
当
は
、「
自
分
の
大
げ
さ
な
名
が
嫌
だ
。」
と
思
っ
て
い
た
。 

オ 

大
納
言
大
別
当
は
、「
自
分
に
合
っ
た
名
に
か
え
た
い
。」
と
思
っ
て
い
た
。 
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問
三 

傍
線
部
④
「
文
字
の
み
な
消
え
失
せ
ぬ
と
き
、
わ
れ
修
復
せ
ん
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
オ
の
う
ち

か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

ア 
行
成
が
お
書
き
に
な
っ
た
文
字
が
み
ん
な
消
え
て
し
ま
っ
た
ら
、
行
成
と
同
じ
ぐ
ら
い
の
書
の
名
手
で
あ
る
私
が
、
行
成
が
書
か
れ
た
の
と
同 

じ
よ
う
に
書
い
て
、
額
を
直
そ
う
。 

イ 

行
成
が
お
書
き
に
な
っ
た
文
字
が
み
ん
な
消
え
て
し
ま
っ
た
ら
、
行
成
の
よ
う
に
は
と
て
も
書
く
こ
と
が
で
き
な
い
私
だ
が
、
行
成
が
書
か
れ

た
の
に
似
せ
て
書
い
て
、
額
を
直
そ
う
。 

ウ 

行
成
が
お
書
き
に
な
っ
た
文
字
が
み
ん
な
消
え
て
し
ま
っ
た
ら
、
行
成
の
よ
う
に
は
と
て
も
書
く
こ
と
が
で
き
な
い
私
で
は
、
行
成
が
書
か 

 
 
 
 

れ
た
よ
う
に
は
と
て
も
書
け
な
い
の
で
、
額
は
直
せ
な
い
。 

エ 

行
成
が
お
書
き
に
な
っ
た
文
字
が
み
ん
な
消
え
て
し
ま
わ
な
い
う
ち
に
、
行
成
と
同
じ
ぐ
ら
い
の
書
の
名
手
で
あ
る
私
が
、
行
成
が
書
か
れ
た

と
お
り
に
書
い
て
、
額
を
直
そ
う
。 

オ 

行
成
が
お
書
き
に
な
っ
た
文
字
が
み
ん
な
消
え
て
し
ま
わ
な
い
う
ち
に
、
行
成
の
よ
う
に
は
と
て
も
書
く
こ
と
が
で
き
な
い
私
だ
が
、
せ
め
て

文
字
を
書
く
だ
け
は
書
い
て
み
て
、
額
を
直
そ
う
。 

問
四 

二
重
傍
線
部
「
と
め
給
は
ん
」「
と
め
て
」「
と
め
て
け
り
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
と
む
」
と
い
う
動
詞
は
、
こ
の
文
中
で
は
、
ど
の
よ
う
に
す
る
こ

と
で
す
か
。
考
え
て
わ
か
り
や
す
く
書
き
な
さ
い
。 

問
五 

傍
線
部
⑤
「
ま
こ
と
に
さ
も
あ
り
」
と
あ
り
ま
す
が
、
誰
が
こ
の
よ
う
に
思
っ
た
の
で
す
か
。
主
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
オ
の

う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

ア 

大
納
言
な
る
人 

 

イ 

大
納
言
大
別
当 

 

ウ 

侍
従
大
納
言
行
成 

 

エ 

古
老
の
寺
僧
等 

 

オ 

作
者 
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問
六 

空
欄
部
⑥
に
当
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
オ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

ア 

鮮
や
か
な
る
様 

イ 
あ
ら
た
な
る
様 

ウ 
み
ご
と
な
る
様 

エ 

も
と
の
様 

 

オ 

古
き
仏
の
様 

 

問
七 

傍
線
部
⑦
「
こ
れ
は
た
だ
事
に
あ
ら
ず
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
点
が
、
今
ま
で
に
な
か
っ
た
こ
と
で
「
た
だ
事
」
で
は
な
い
の
で
す
か
。

二
点
に
整
理
し
て
書
き
な
さ
い
。 

            


