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次
の
文
章
を
読
み
、
あ
と
の
問
に
答
え
よ
。�

（
50
点
）

　

＊
中な
か

比ご
ろ

、
東
の
京
に
、
た
よ
り
な
き
わ
か
き
女
あ
り
け
り
。
＊
か
た
の
や
う
な
る
宮
づ
か
へ
な
ど
し
け
れ
ど
、
さ
し
あ
た
り
て
身
を
た
す
く

ば
か
り
の
は
か
り
こ
と
に
も
あ
た
ら
で
の
み
す
ぎ
ゆ
き
け
る
。
か
か
る
ま
ま
に
、
月
ご
と
に
初
瀬
の
観
音
に
ま
ゐ
り
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
ぞ
身
を

う
れ
へ
侍
り
け
る
。
か
く
て
、
三
年
の
冬
に
も
な
り
ぬ
れ
ど
、
さ
ら
に
そ
の
し
る
し
な
し
。
さ
す
が
、
た
や
す
か
ら
ぬ
＊
道
な
れ
ば
、
い
よ
い

よ
そ
の
ふ
と
こ
ろ
も
せ
ば
く
ぞ
な
り
ま
さ
り
け
る
。
ま
た
、
世
の
中
の
な
ら
ひ
な
れ
ば
、
１
人
も
口
や
す
か
ら
ず
も
て
あ
つ
か
ひ
け
り
。

　

さ
て
、
こ
の
女
、「
さ
の
み
は
道
の
よ
う
い
も
、
し
あ
ふ
べ
く
も
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
こ
の
た
び
ま
ゐ
り
て
、
身
の
ほ
ど
も
う
れ
へ
は
て
侍

り
な
ば
、
い
ま
は
さ
て
こ
そ
は
や
み
な
め
。
人
の
い
ふ
も
こ
と
わ
り
な
り
」
な
ど
お
も
ふ
よ
り
ま
だ
き
に
、
か
き
く
ら
さ
れ
て
ぞ
悲
し
く
は
べ

り
け
る
。
さ
て
、
い
つ
よ
り
も
心
を
と
と
の
へ
て
ま
ゐ
り
に
け
り
。「
２
こ
の
た
び
は
か
ぎ
り
ぞ
か
し
」
と
お
も
ふ
に
、
あ
や
し
の
木
草
ま
で

も
目
に
か
か
り
て
、
ａ
か
き
く
ら
さ
る
る
事
か
ぎ
り
な
し
。

　

さ
て
、
そ
の
夜
、
涙
を
か
た
し
き
て
、
御
前
に
う
た
た
ね
と
も
な
く
ま
ろ
び
ふ
し
に
け
り
。
夢
の
う
ち
に
、
僧
の
、
い
み
じ
く
た
う
と
く
、

年
た
け
、
徳
い
た
れ
り
と
み
ゆ
る
が
、
い
で
き
給
ひ
て
、「
あ
は
れ
に
お
も
ふ
ぞ
よ
。
３
う
ら
め
し
く
な
お
も
ひ
そ
よ
。
そ
の
あ
と
の
か
た
に

ふ
し
た
る
女
房
の
う
す
衣
を
、
ｂ
や
を
ら
と
り
て
き
て
、
は
や
く
お
き
て
か
へ
り
ね
」
と
お
ほ
せ
ら
る
る
あ
り
け
り
。
夢
さ
め
て
お
も
ふ
や
う
、

「
あ
さ
ま
し
の
わ
ざ
や
。
は
て
は
て
は
、
人
の
物
ぬ
す
む
ほ
ど
の
身
の
報ほ
う

に
て
さ
へ
侍
り
け
る
よ
。
た
と
ひ
と
り
た
り
と
て
も
、
衣
一
つ
は
い

く
ほ
ど
の
こ
と
か
は
侍
る
べ
き
」
と
は
思
ひ
な
が
ら
、「
さ
り
と
て
は
、
４
や
う
こ
そ
は
あ
る
ら
め
。
さ
ば
か
り
身
を
ま
か
せ
て
ま
ゐ
り
侍
ら

ん
か
ひ
に
は
、
た
と
ひ
見
つ
け
ら
れ
て
い
か
な
る
恥
を
み
る
と
て
も
、
そ
れ
を
だ
に
も
仏
の
奉
公
に
こ
そ
は
せ
め
」
な
ど
思
ひ
て
、
あ
と
の
か

た
を
み
る
に
、
ま
こ
と
に
衣
ひ
き
き
て
い
ね
た
る
女
房
あ
り
。
や
を
ら
ひ
き
お
と
し
て
と
る
に
、
ｃ
さ
ら
な
り
、
仏
の
御
は
か
ら
ひ
な
れ
ば
、

問
二

問
三

問
題

二

チ
ェ
ッ
ク

問
二

文
脈
を
踏
ま
え
て
傍
線

部
を
解
釈
す
る

問
三

言
い
換
え
ら
れ
て
い
る

内
容
を
押
さ
え
る

文
脈
か
ら
適
切
な
語
を

補
っ
て
訳
す
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な
じ
か
は
人
も
し
ら
む
。

　

さ
て
、
と
り
て
着
て
、
ｄ
や
が
て
い
で
に
け
り
。
む
ね
う
ち
つ
ぶ
れ
て
、
わ
び
し
く
も
か
な
し
け
れ
ど
も
、
ね
ん
じ
か
へ
し
て
、
初
瀬
川
の

ほ
ど
ま
で
い
で
に
け
り
。
う
し
ろ
に
物
い
と
の
の
し
り
て
き
け
れ
ば
、「
あ
な
か
な
し
。
５
さ
れ
ば
こ
そ
」
と
お
も
ひ
て
み
れ
ば
、
こ
の
事
あ

や
む
べ
き
人
に
は
あ
ら
で
、
馬
に
の
り
た
る
も
の
の
あ
ま
た
ま
か
り
出
で
け
る
な
る
べ
し
。

　

さ
て
、
こ
の
馬
に
の
り
た
る
男
の
い
ふ
や
う
、「
あ
の
さ
き
に
み
ゆ
る
は
、
女
房
に
て
お
は
す
る
に
こ
そ
。
い
か
に
夜
ふ
か
く
は
た
だ
ひ
と

り
い
で
給
ふ
に
か
。
衣
な
ど
着
た
る
は
、
こ
と
よ
ろ
し
き
人
に
こ
そ
侍
る
め
れ
。
あ
れ
と
ど
め
聞
こ
え
よ
。
馬
に
の
せ
て
あ
か
か
ら
ん
所
ま
で

お
く
り
き
こ
え
ん
」
と
い
ひ
け
り
。
さ
て
、
供
の
男
、
は
し
り
つ
き
て
、
こ
の
よ
し
を
い
ひ
け
れ
ば
、
そ
ら
恐
ろ
し
け
れ
ど
も
、
た
だ
仏
を
た

の
み
て
、「
さ
ら
ば
さ
も
」
と
て
、
の
り
に
け
り
。
夜
も
ほ
の
め
き
て
、
人
か
ほ
み
ゆ
る
ほ
ど
に
て
、
こ
の
女
を
み
れ
ば
、
わ
が
あ
さ
か
ら
ず

思
ひ
し
も
の
の
、
病
に
わ
づ
ら
ひ
て
う
せ
に
し
に
、
つ
ゆ
も
た
が
は
ず
。
よ
ろ
こ
び
て
具
し
て
ゆ
き
に
け
り
。

　

男
は
美み

濃の

の
国
の
、
人
に
あ
ふ
が
れ
た
る
も
の
に
て
ぞ
侍
り
け
る
。
何
事
も
と
も
し
き
事
な
か
り
け
り
。
さ
て
、
こ
の
女
を
ま
た
な
く
い
み

じ
き
も
の
に
思
ひ
て
、
年
月
を
送
り
け
り
。�

（『
閑
居
友
』
よ
り
）

　

注

＊
中
比
＝
そ
う
遠
く
な
い
昔
。　

＊
か
た
の
や
う
な
る
＝
型
通
り
の
。
世
間
に
よ
く
あ
る
。　

＊
道
＝
観
音
参
り
へ
の
旅
路
。

問
一　

傍
線
ａ
～
ｄ
の
こ
こ
で
の
意
味
を
記
せ
。�

（
12
点
）

問
二　

傍
線
１
の
解
釈
と
し
て
最
適
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
を
記
せ
。�

（
４
点
）

　
　
　

ア
世
間
の
人
々
も
心
配
し
て
女
に
親
切
な
言
葉
を
か
け
た

　
　
　

イ
世
間
の
人
々
も
女
の
身
辺
に
つ
い
て
気
安
く
口
に
し
な
い
よ
う
に
し
て
い
た

　
　
　

ウ
世
間
の
人
々
も
口
汚
く
女
に
つ
い
て
の
悪
評
を
立
て
た

問
五

問
六

問
六

問
六

2025

問
五

文
脈
を
押
さ
え
る

問
六

古
文
の
典
型
的
な
展
開

を
踏
ま
え
て
読
む

問
一

文
脈
に
沿
っ
て
語
句
を

訳
す
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エ
世
間
の
人
々
も
女
に
同
情
し
て
い
ろ
い
ろ
と
世
話
を
し
た

　
　
　

オ
世
間
の
人
々
も
不
安
な
気
持
ち
で
女
と
接
し
た

問
三　

傍
線
２
を
、
言
葉
を
補
っ
て
口
語
訳
せ
よ
。�

（
７
点
）

問
四　

傍
線
３
・
４
を
口
語
訳
せ
よ
。�

（
10
点
）

問
五　

傍
線
５
で
、「
女
」
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
思
っ
た
の
か
、
具
体
的
に
説
明
せ
よ
。�

（
７
点
）

問
六　
「
女
」
は
最
後
に
は
ど
う
な
っ
た
の
か
、
経
緯
を
明
ら
か
に
し
て
九
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。�

（
10
点
）

出
典

　
『
閑
居
友
』
巻
下　

五
「
初
瀬
の
観
音
に
月
ま
ゐ
り
す
る
女
の
事
」

　
『
閑
居
友
』
は
鎌
倉
時
代
、
承
久
四
（
一
二
二
二
）
年
に
成
立
し
た
仏
教
説
話

集
で
、
作
者
は
慶け
い

政せ
い

上し
ょ
う

人に
ん

と
言
わ
れ
る
。
あ
る
高
貴
な
女
性
の
た
め
に
書
か
れ

た
も
の
と
さ
れ
、
女
性
を
主
人
公
に
し
た
仏
教
説
話
が
多
く
収
め
ら
れ
て
い
る
。

と
く
に
下
巻
は
ほ
と
ん
ど
が
女
性
を
主
人
公
と
す
る
話
で
、
女
の
愛
憎
の
深
さ
を

説
い
た
も
の
や
、
問
題
文
の
よ
う
な
、
信
心
深
い
た
め
に
幸
せ
を
つ
か
む
女
の
話

な
ど
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。

解
答

問
一　
ａ
涙
で
自
然
と
目
の
前
が
暗
く
な
る

ｂ
そ
っ
と

ｃ
言
う
ま
で
も
な
く

ｄ
す
ぐ
に　
（
別
解
）
そ
の
ま
ま

問
二　

ウ

問
三　

今
回
で
初
瀬
に
参
詣
す
る
の
も
最
後
な
の
だ

問
四　

３
恨
め
し
く
思
わ
な
い
で
く
れ
よ

４
何
か
わ
け
が
あ
る
の
だ
ろ
う

問
五　

薄
衣
を
盗
ん
だ
こ
と
が
人
に
見
つ
か
っ
て
し
ま
っ
て
、
自
分
を
追
い
か
け

て
き
た
の
に
ち
が
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
。

問
六　

観
音
の
お
告
げ
で
薄
衣
を
盗
み
、
そ
の
衣
を
着
て
い
た
の
で
、
身
分
の
低

く
な
い
女
性
と
思
わ
れ
て
美
濃
の
国
の
裕
福
な
男
に
保
護
さ
れ
、
男
の
亡

問
四

助
詞
・
助
動
詞
と
い
っ

た
細
部
に
も
注
意
し
て

訳
す

多
義
語
を
文
脈
に
沿
っ

て
訳
す

問
六

解
答
を
見
直
し
て
、
意

味
が
通
る
文
章
に
な
っ

て
い
る
か
確
認
す
る
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き
妻
に
似
て
い
た
た
め
に
気
に
入
ら
れ
て
、
男
の
妻
と
な
っ
て
幸
せ
に
暮

ら
し
た
。�

（
88
字
）

解
説

今
回
の
文
章
の
概
要

強
い
信
仰
心
を
も
っ
た
女
が
、
初
瀬
の
観
音
か
ら
霊
験
を
得
て
幸
福
に
な
る

・
東
の
京
に
、
頼
り
に
で
き
る
者
が
い
な
い
若
い
女
が
い
た

・
女
は
初
瀬
の
観
音
の
も
と
を
毎
月
参
詣
し
た
が
、
三
年
が
過
ぎ
て
も
霊
験
は
現

れ
な
か
っ
た

・
参
詣
を
重
ね
た
こ
と
か
ら
女
の
経
済
状
況
は
ま
す
ま
す
悪
化
し
、
世
間
の
人
々

は
女
の
悪
評
を
た
て
た

・
女
は
、
貧
し
さ
の
あ
ま
り
参
詣
の
用
意
も
で
き
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
、「
今

回
で
最
後
に
し
よ
う
」
と
心
に
決
め
て
参
詣
し
た

　
　
　
　

↓

・
参
詣
し
た
夜
、
女
が
仏
前
で
横
に
な
っ
て
い
る
と
、
夢
に
僧
が
現
れ
た

・
僧
は
「
後
ろ
で
寝
て
い
る
女
房
の
薄
衣
を
取
っ
て
帰
り
な
さ
い
」
と
言
っ
た

・
女
は
夢
か
ら
覚
め
て
、「
人
の
物
を
盗
む
と
は
あ
き
れ
た
こ
と
だ
が
、
何
か
わ

け
が
あ
る
の
だ
ろ
う
」
な
ど
と
思
っ
て
後
ろ
を
見
る
と
、
寝
て
い
る
女
房
が
本

当
に
い
た

・
女
は
女
房
か
ら
衣
を
取
り
、
衣
を
着
て
寺
を
出
た

　
　
　
　

↓

・
女
が
初
瀬
川
の
辺
り
ま
で
出
た
時
、
女
の
後
ろ
か
ら
馬
に
乗
っ
た
人
々
が
や
っ

て
き
た

・
そ
の
中
の
一
人
が
、「
前
方
に
い
る
の
は
女
の
よ
う
だ
が
、
夜
更
け
に
一
人
で

出
歩
い
て
い
る
の
は
何
か
事
情
が
あ
り
そ
う
だ
。
衣
を
着
て
い
る
の
で
素
性
は

悪
く
な
い
だ
ろ
う
。
馬
に
乗
せ
て
、
明
る
い
と
こ
ろ
ま
で
送
ろ
う
」
と
言
っ
た

・
女
は
恐
ろ
し
く
思
っ
た
が
、
観
音
を
頼
み
に
思
っ
て
馬
に
乗
っ
た

・
夜
が
明
け
て
き
た
と
き
、
男
が
女
の
顔
を
見
る
と
、
病
気
で
亡
く
し
た
最
愛
の

妻
と
そ
っ
く
り
だ
っ
た

・
男
は
妻
の
生
ま
れ
変
わ
り
を
見
つ
け
た
と
喜
び
、
女
を
自
分
の
家
に
連
れ
て

帰
っ
た

　
　
　
　

↓

・
男
は
、
美
濃
の
国
の
裕
福
な
人
物
で
あ
っ
た
。
女
は
生
活
に
不
自
由
す
る
こ
と

が
な
く
な
り
、
男
と
夫
婦
に
な
っ
て
長
い
年
月
を
送
っ
た

問
一　

語
句
の
意
味
を
問
う
問
題
。
文
脈
に
即
し
て
解
釈
し
よ
う
。

　
ａ
「
か
き
く
ら
す
」
は
、
漢
字
を
あ
て
る
と
「
搔
き
暗
す
」
と
な
り
、〈
辺
り

一
面
を
暗
く
す
る
〉
の
意
。
た
だ
し
、
傍
線
部
は
「
女
」
の
心
情
を
描
写
し
た
箇

所
な
の
で
、
文
脈
に
合
わ
せ
て
、〈
心
が
暗
く
な
り
、
悲
し
み
の
涙
に
く
れ
る
〉〈
涙

で
目
の
前
が
暗
く
な
る
〉
な
ど
と
心
理
的
な
意
味
を
訳
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
る
る
」
は
助
動
詞
「
る
」
の
連
体
形
で
、
こ
こ
で
は
自
発
の
意
。
訳
出
の
際
は
、

「
自
然
と
」
な
ど
の
語
を
補
っ
て
、
自
発
の
意
味
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
よ
う
。

　

ｂ
現
代
語
の
「
や
お
ら
」
は
、
動
作
が
ゆ
っ
た
り
と
落
ち
着
い
て
い
る
さ
ま
を

表
し
、〈
お
も
む
ろ
に
・
悠
然
と
〉
な
ど
の
意
味
と
な
る
が
、
古
語
の
「
や
を
ら
」

は
、
目
立
た
な
い
よ
う
物
音
を
立
て
ず
に
動
作
を
す
る
さ
ま
を
言
う
。
こ
こ
で
は

眠
っ
て
い
る
女
房
か
ら
衣
を
盗
む
の
だ
か
ら
、〈
そ
っ
と
・
静
か
に
〉
と
訳
出
す

 

文
脈
に
沿
っ
て
語
句
を
訳
せ
た
か
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る
の
が
適
切
で
あ
る
。

　
ｃ
「
さ
ら
な
り
」
の
「
さ
ら
」
は
、
あ
る
物
事
が
、
す
で
に
行
わ
れ
た
こ
と
の

繰
り
返
し
で
あ
る
と
い
う
様
子
を
表
し
、「
さ
ら
な
り
」
で
〈
わ
か
り
き
っ
た
こ

と
だ
・
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
〉
の
意
に
な
る
。
現
代
語
の
「
い
ま
さ
ら
」
と

い
う
副
詞
は
、
こ
の
「
さ
ら
な
り
」
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

ｄ
古
語
の
「
や
が
て
」
は
、
事
柄
や
時
間
が
隔
た
り
な
く
つ
な
が
っ
て
い
る
様

子
を
表
し
、〈
①
そ
の
ま
ま　

②
す
ぐ
に
・
さ
っ
そ
く
〉
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
。

行
為
・
状
態
の
継
続
を
表
す
場
合
に
は
〈
①
そ
の
ま
ま
〉、
す
ば
や
い
変
化
を
表

す
場
合
に
は
〈
②
す
ぐ
に
〉
の
訳
が
適
す
る
。
こ
こ
は
ど
ち
ら
で
も
意
味
は
通
じ

る
が
、
①
で
は
〈
着
た
ま
ま
出
て
い
っ
た
〉
と
な
る
の
に
対
し
、
②
で
は
〈
す
ぐ

に
出
て
い
っ
た
〉
と
な
る
。
前
後
の
文
脈
を
考
え
る
と
、
女
が
「
衣
ひ
き
き
て
い

ね
た
る
女
房
」
の
衣
を
盗
ん
で
着
る
場
面
な
の
で
、
女
は
〈
見
つ
か
ら
な
い
よ
う

に
早
く
出
て
い
か
な
け
れ
ば
〉
と
い
う
気
持
ち
に
せ
か
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

し
た
が
っ
て
、〈
②
す
ぐ
に
〉
と
す
る
方
が
、
よ
り
場
面
に
合
っ
た
訳
に
な
る
。

問
二　
「
も
て
あ
つ
か
ひ
け
り
（
＝
扱
っ
た
）」
の
主
語
は
「
人
」
で
あ
り
、「
も

て
あ
つ
か
」
わ
れ
る
の
は
、
主
人
公
の
「
わ
か
き
女
」
で
あ
る
。「
人
」
は
、
文

脈
に
よ
っ
て
、〈
①
世
間
の
人　

②
恋
人
・
夫　

③
立
派
な
人
・
適
当
な
人
〉
な

ど
さ
ま
ざ
ま
に
訳
し
分
け
る
必
要
が
あ
る
語
だ
が
、
こ
こ
は
〈
①
世
間
の
人
〉
と

い
う
意
で
あ
る
。
ま
た
、「
口
や
す
か
ら
」
の
「
口
」
に
は
〈
話
し
ぶ
り
・
物
言
い
〉

と
い
っ
た
意
味
が
あ
り
、「
や
す
し
」
は
〈
平
穏
だ
・
不
安
が
な
い
〉
の
意
で
、

そ
れ
が
打
消
の
「
ず
」
で
否
定
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
「
口
や
す
か
ら
ず
」
は
〈
話

し
ぶ
り
が
（
女
に
と
っ
て
）
穏
や
か
で
は
な
い
〉
と
な
る
。
前
文
に
、「
い
よ
い

 

文
脈
を
踏
ま
え
て
傍
線
部
を
解
釈
で
き
た
か

よ
そ
の
ふ
と
こ
ろ
（
懐
）
も
せ
ば
（
狭
）
く
ぞ
な
り
ま
さ
り
け
る
（
＝
ま
す
ま
す

そ
の
経
済
状
況
も
逼ひ
っ

迫ぱ
く

さ
を
増
し
た
）」
と
女
の
厳
し
い
経
済
状
況
が
記
さ
れ
て

い
る
の
で
、
傍
線
部
は
、〈（
女
が
一
人
で
貧
し
い
生
活
を
送
っ
て
い
る
と
、）
世

間
の
人
が
さ
ま
ざ
ま
に
言
う
〉
と
い
う
内
容
な
の
だ
。
女
に
と
っ
て
快
く
な
い
こ

と
を
世
間
の
人
が
言
っ
た
の
だ
と
解
釈
す
れ
ば
よ
い
。
正
解
は
ウ
。
他
の
選
択
肢

は
、
い
ず
れ
も
「
口
や
す
か
ら
ず
」
の
解
釈
が
誤
っ
て
い
る
。

問
三　

傍
線
部
を
直
訳
す
る
と
、〈
今
回
は
最
後
な
の
だ
〉
と
な
る
。
設
問
に
は

「
言
葉
を
補
っ
て
」
と
指
示
が
あ
る
の
で
、「
何
が
」
最
後
な
の
か
を
は
っ
き
り
書

く
必
要
が
あ
る
。
傍
線
部
と
同
じ
段
落
の
冒
頭
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
女
の
心
中

に
着
目
し
よ
う
。「
こ
の
た
び
ま
ゐ
り
て
、
身
の
ほ
ど
も
う
れ
へ
は
て
侍
り
な
ば
、

い
ま
は
さ
て
こ
そ
は
や
み
な
め
（
＝
今
回
参
詣
し
て
、
自
分
の
身
の
上
（
の
つ
ら

さ
）
を
訴
え
終
え
ま
し
た
な
ら
ば
、
今
は
も
う
そ
れ
で
終
わ
り
に
し
よ
う
）」（
ℓ

５
・
６
）
と
い
う
箇
所
か
ら
、「
ま
ゐ
」
る
こ
と
が
最
後
な
の
だ
と
わ
か
る
。
解

答
は
〈
今
回
で
初
瀬
に
参
詣
す
る
の
も
最
後
な
の
だ
〉
と
な
る
。

問
四　

３
「
な
」
は
副
詞
、「
そ
」
は
禁
止
の
終
助
詞
。「
な
～
そ
」
の
形
で
、
お

も
に
〈
～
し
な
い
で
く
れ
・
～
し
て
く
れ
る
な
〉
と
い
う
願
望
を
含
む
禁
止
を
表

す
。
ま
た
、
最
後
の
「
よ
」
も
忘
れ
ず
に
口
語
訳
す
る
こ
と
。「
よ
」
は
相
手
に

念
を
押
す
意
味
の
間
投
助
詞
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
こ
れ
ま
で
女
の
嘆
き
を
何
ひ
と

 

言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
内
容
を
押
さ
え
ら
れ
た
か

 

文
脈
か
ら
適
切
な
語
を
補
っ
て
訳
せ
た
か

 

助
詞
・
助
動
詞
と
い
っ
た
細
部
に
も
注
意
し
て
訳
せ
た
か

 

多
義
語
を
文
脈
に
沿
っ
て
訳
せ
た
か
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つ
聞
い
て
や
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
観
音
の
弁
明
な
の
だ
。

　

４
名
詞
「
や
う
」
は
文
脈
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
訳
し
分
け
る
必
要
の
あ
る
多

義
語
。
主
な
意
味
は
、〈
①
様
子
・
状
態　

②
様
式　

③
方
法
・
手
段　

④
事
情
・

理
由
・
わ
け　

⑤
こ
と
・
内
容
〉
で
あ
る
。

　

傍
線
部
「
や
う
こ
そ
は
あ
る
ら
め
」
は
、「
や
う
」
を
④
の
意
で
解
す
る
慣
用

表
現
。〈
何
か
わ
け
が
あ
る
の
だ
ろ
う
・
何
か
事
情
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
〉
な
ど

と
訳
せ
ば
よ
い
。
観
音
の
お
告
げ
が
「
薄
衣
を
盗
め
」
と
い
う
予
想
外
の
内
容

だ
っ
た
の
で
、
女
は
驚
き
つ
つ
も
〈
何
か
わ
け
が
あ
る
の
だ
ろ
う
〉
と
思
っ
た
、

と
い
う
文
脈
で
あ
る
。「
ら
め
」
は
、
現
在
推
量
・
原
因
推
量
な
ど
の
意
味
を
も

つ
助
動
詞
「
ら
む
」
の
已
然
形
で
、
係
り
結
び
を
つ
く
る
係
助
詞
「
こ
そ
」
の
結

び
と
な
っ
て
い
る
。

問
五　
「
さ
れ
ば
こ
そ
」
は
、〈
思
っ
た
通
り
だ
・
案
の
定
だ
〉
と
い
う
意
味
を
表

す
慣
用
表
現
。
何
か
思
っ
た
通
り
な
の
か
、
文
脈
か
ら
読
み
取
ろ
う
。
こ
こ
は
、

寝
て
い
た
女
房
の
衣
を
取
っ
て
寺
を
出
た
女
が
、
後
方
か
ら
人
々
が
騒
ぎ
な
が
ら

や
っ
て
き
た
際
（
ℓ
18
「
う
し
ろ
に
物
い
と
の
の
し
り
て
き
け
れ
ば
」）
に
〈
思
っ

た
通
り
だ
〉
と
思
っ
た
、
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
盗
み
が
見
つ
か
っ
て

人
が
追
い
か
け
て
き
た
の
だ
と
思
っ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
と
読
み
取
れ
る
。
こ
の

点
を
も
と
に
解
答
を
作
成
し
よ
う
。

問
六　

最
後
の
段
落
に
着
目
。
女
は
最
終
的
に
、
美
濃
の
国
の
裕
福
な
男
に
「
ま

 

文
脈
を
押
さ
え
ら
れ
た
か

 

古
文
の
典
型
的
な
展
開
を
踏
ま
え
て
読
め
た
か

 

解
答
を
見
直
し
て
、
意
味
が
通
る
文
章
に
な
っ
て
い
る
か
確
認
し
た
か

た
な
く
い
み
じ
き
も
の
に
思
」
わ
れ
、「
何
事
も
と
も
し
き
事
な
」
く
暮
ら
す
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
ℓ
25
・
26
）。「
い
み
じ
」
は
こ
こ
で
は
〈
大
切
な
〉
と

い
う
意
。「
と
も
し
き
」
に
は
、「
羨と
も

し
」
と
漢
字
を
あ
て
て
〈
う
ら
や
ま
し
い
〉

と
い
う
意
に
な
る
場
合
と
、「
乏と
も

し
」
と
い
う
漢
字
を
あ
て
て
〈
不
十
分
で
あ
る
・

貧
し
い
〉
と
い
う
意
に
な
る
場
合
の
二
通
り
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
後
者
の
意
味

で
〈
何
事
に
も
不
自
由
す
る
こ
と
な
く
〉
の
よ
う
に
訳
す
。

　

女
が
「
最
後
に
は
ど
う
な
っ
た
の
か
」
に
つ
い
て
は
以
上
の
通
り
だ
が
、
設
問

に
は
「
経
緯
を
明
ら
か
に
し
て
」
と
い
う
指
示
が
あ
る
の
で
、
ま
ず
、
男
が
女
を

美
濃
の
国
ま
で
連
れ
て
帰
っ
た
理
由
と
し
て
、
女
が
亡
く
な
っ
た
最
愛
の
妻
に

そ
っ
く
り
だ
っ
た
（
ℓ
23
・
24
「
人
か
ほ
み
ゆ
る
ほ
ど
に
て
…
…
つ
ゆ
も
た
が
は

ず
」）
と
い
う
こ
と
を
押
さ
え
る
。

　

ま
た
、
男
が
女
に
声
を
か
け
よ
う
と
思
っ
た
き
っ
か
け
が
、
女
が
観
音
の
指
示

に
よ
っ
て
盗
ん
だ
「
う
す
衣
」
に
あ
る
点
も
ポ
イ
ン
ト
な
の
で
、
こ
れ
も
解
答
に

盛
り
込
も
う
。
男
は
、
衣
を
着
て
歩
く
女
に
気
づ
き
、
身
分
の
悪
く
な
い
女
の
よ

う
な
の
に
、
こ
ん
な
夜
更
け
に
一
人
で
歩
い
て
い
る
の
は
何
か
事
情
が
あ
り
そ
う

だ
、
危
な
い
か
ら
明
る
い
と
こ
ろ
ま
で
送
っ
て
差
し
上
げ
よ
う
（
ℓ
20
～
22
「
あ

の
さ
き
に
み
ゆ
る
は
…
…
お
く
り
き
こ
え
ん
」）
と
思
い
、
声
を
か
け
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
内
容
を
指
定
字
数
内
で
ま
と
め
よ
う
。

 

「
夢
の
お
告
げ
」
の
パ
タ
ー
ン
に
当
て
は
ま
る
。
お
告
げ
の
内
容
と
登
場

人
物
の
行
動
と
を
把
握
し
、
そ
の
あ
と
に
ど
の
よ
う
な
で
き
ご
と
が
起
こ
っ

た
の
か
を
読
み
取
ろ
う
！
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全
訳

　

そ
う
遠
く
な
い
昔
、
東
の
京
に
、
頼
る
者
の
な
い
（
身
の
上
の
）
若
い
女
が
い

た
。
世
間
に
よ
く
あ
る
宮
仕
え
な
ど
も
し
た
が
、（
固
い
将
来
の
誓
い
と
い
う
ほ

ど
で
も
な
い
）
当
面
の
生
活
の
助
け
と
な
る
程
度
の
機
会
に
も
出
会
う
こ
と
な
く

た
だ
日
々
だ
け
が
過
ぎ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
態
だ
っ
た
の
で
、（
女
は
）
毎
月
初

瀬
の
観
音
に
参
詣
し
て
、
い
ろ
い
ろ
と
身
の
上
（
の
つ
ら
さ
）
を
嘆
き
訴
え
て
お

り
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
三
年
後
の
冬
に
も
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
ま
っ
た
く
そ

の
霊
験
は
現
れ
て
こ
な
い
。
な
ん
と
言
っ
て
も
、
容
易
で
は
な
い
観
音
参
り
へ
の

旅
路
で
あ
る
の
で
、
ま
す
ま
す
そ
の
経
済
状
況
も
逼
迫
さ
を
増
し
た
。
ま
た
、
世

の
中
の
な
ら
わ
し
で
、
１
世
間
の
人
も
口
汚
く
（
女
に
つ
い
て
の
）
悪
評
を
立
て

た
。

　

さ
て
、
こ
の
女
は
、「
そ
れ
ほ
ど
（
＝
何
度
お
参
り
し
て
も
、
霊
験
が
現
れ
な

い
こ
と
）
で
あ
っ
て
は
道
中
の
用
意
も
、
で
き
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
、
今
回
参

詣
し
て
、
自
分
の
身
の
上
（
の
つ
ら
さ
）
を
訴
え
終
え
ま
し
た
な
ら
ば
、
今
は
も

う
そ
れ
で
終
わ
り
に
し
よ
う
。
世
間
の
人
が
（
あ
れ
こ
れ
と
）
言
う
の
も
当
然
の

こ
と
だ
」
な
ど
と
思
う
よ
り
早
く
、
涙
に
く
れ
て
悲
し
い
気
持
ち
で
い
ま
し
た
。

さ
て
、
い
つ
も
の
時
よ
り
も
心
を
正
し
て
（
初
瀬
に
）
参
詣
し
た
。「
２
今
回
で

（
初
瀬
に
参
詣
す
る
の
も
）
最
後
な
の
だ
」
と
思
う
と
、
粗
末
な
木
や
草
ま
で
も

目
に
と
ま
っ
て
、
ａ
涙
で
自
然
と
目
の
前
が
暗
く
な
る
こ
と
は
こ
の
上
な
い
。

　

さ
て
、
そ
の
夜
、
涙
に
濡ぬ

れ
た
袖
の
上
に
一
人
で
寝
て
、
御
仏
の
前
で
う
た
た

ね
と
い
う
の
で
も
な
い
が
横
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。（
そ
の
）
夢
の
中
に
、
僧
で
、

た
い
そ
う
尊
く
、
年
齢
も
重
ね
て
、
徳
を
極
め
た
と
思
わ
れ
る
方
が
、
出
て
こ
ら

れ
て
、「（
そ
な
た
の
身
の
上
を
）
か
わ
い
そ
う
に
思
っ
て
い
る
の
だ
よ
。（
こ
れ

ま
で
の
こ
と
を
）
３
恨
め
し
く
思
わ
な
い
で
く
れ
よ
。
そ
な
た
の
後
ろ
の
方
に
寝

て
い
る
女
房
の
薄
衣
を
、
ｂ
そ
っ
と
取
っ
て
着
て
、
す
み
や
か
に
起
き
上
が
っ
て

帰
り
な
さ
い
」
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
夢
か
ら
覚
め
て
思
う
こ
と

に
は
、「
あ
き
れ
は
て
た
こ
と
よ
。
最
後
に
は
、
人
の
物
を
盗
む
ほ
ど
の
因
果
な

身
の
上
で
さ
え
あ
り
ま
し
た
よ
。
た
と
え
盗
ん
だ
と
し
て
も
、
衣
一
つ
は
ど
れ
ほ

ど
の
も
の
（
＝
生
活
の
足
し
）
に
な
る
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
（
い
や
、
何
に
も

な
ら
な
い
）」
と
は
思
う
が
、「
そ
う
か
と
い
っ
て
、
４
何
か
わ
け
が
あ
る
の
だ
ろ

う
。
こ
れ
ほ
ど
に
身
を
預
け
て
参
上
し
ま
す
効
果
と
し
て
は
、
た
と
え
見
つ
け
ら

れ
て
ど
の
よ
う
な
恥
を
経
験
す
る
と
し
て
も
、
せ
め
て
そ
れ
だ
け
で
も
仏
へ
の
奉

公
（
の
証あ
か
し）

に
し
よ
う
」
な
ど
と
思
っ
て
、
後
ろ
の
方
を
見
る
と
、
本
当
に
衣
を

引
き
か
ぶ
っ
て
寝
て
い
る
女
房
が
い
る
。
そ
っ
と
（
そ
の
衣
を
）
引
き
落
と
し
て

取
る
と
、
ｃ
言
う
ま
で
も
な
く
、
仏
の
お
取
り
は
か
ら
い
な
の
で
、
ど
う
し
て
他

の
人
が
気
づ
く
だ
ろ
う
か
（
い
や
、
気
づ
か
な
い
）。

　

さ
て
、（
衣
を
）
取
っ
て
着
て
、
ｄ
す
ぐ
に
（
寺
を
）
出
て
し
ま
っ
た
。
胸
が

ど
き
ど
き
し
て
、
つ
ら
く
せ
つ
な
く
て
悲
し
い
け
れ
ど
も
、
気
を
と
り
直
し
て
、

初
瀬
川
の
あ
た
り
ま
で
出
て
き
て
し
ま
っ
た
。（
そ
の
時
）
後
方
で
と
て
も
騒
ぎ

な
が
ら
（
人
々
が
）
や
っ
て
き
た
の
で
、「
あ
あ
悲
し
い
こ
と
。
５
思
っ
た
通
り
だ
」

と
思
っ
て
見
る
と
、
こ
の
（
女
の
）
こ
と
を
怪
し
む
で
あ
ろ
う
人
で
は
な
く
て
、

馬
に
乗
っ
た
人
々
が
た
く
さ
ん
（
初
瀬
か
ら
）
帰
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
こ
の
馬
に
乗
っ
て
い
る
男
が
言
う
こ
と
に
は
、「
あ
の
前
方
に
見
え
る

の
は
、
女
房
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
だ
。
ど
う
し
て
夜
更
け
に
た
だ
一
人
で
出
歩

き
な
さ
る
の
だ
ろ
う
か
（
何
か
事
情
が
あ
る
の
に
違
い
な
い
）。
衣
な
ど
を
着
て

い
る
の
は
、（
素
性
は
）
格
別
に
悪
く
な
い
人
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
あ
の
人
を
ひ

き
と
め
申
し
上
げ
よ
。
馬
に
乗
せ
て
明
る
い
よ
う
な
と
こ
ろ
ま
で
送
り
申
し
上
げ
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よ
う
」
と
言
っ
た
。
さ
て
、
供
の
男
が
、（
女
の
と
こ
ろ
に
）
走
り
つ
い
て
、
こ

の
こ
と
を
言
っ
た
と
こ
ろ
、（
女
は
）
何
と
な
く
恐
ろ
し
い
け
れ
ど
、
た
だ
仏
を

頼
み
に
し
て
、「
そ
う
い
う
こ
と
な
ら
、
そ
の
よ
う
に
」
と
言
っ
て
、（
男
の
）
馬

に
乗
っ
て
し
ま
っ
た
。
夜
も
ほ
の
か
に
明
け
て
き
て
、
人
の
顔
が
見
え
る
こ
ろ
に

な
っ
て
、（
男
が
）
こ
の
女
を
見
る
と
、
自
分
が
深
く
愛
し
て
い
た
者
で
、
病
気

を
患
っ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
者
と
、
ま
っ
た
く
そ
っ
く
り
で
あ
っ
た
。（
男
は
、

愛
す
る
妻
の
生
ま
れ
変
わ
り
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
）
喜
ん
で
（
こ
の

女
を
自
分
の
家
に
）
連
れ
て
行
っ
た
。

　
（
こ
の
）
男
は
美
濃
の
国
の
、
人
々
か
ら
尊
敬
さ
れ
て
い
る
（
裕
福
な
）
人
物

で
あ
り
ま
し
た
。（
だ
か
ら
、
そ
れ
か
ら
の
生
活
は
）
何
事
に
も
不
自
由
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
そ
う
し
て
、（
男
は
）
こ
の
女
を
こ
の
上
な
く
大
切
な
人
と
思
っ

て
、（
夫
婦
に
な
っ
て
）
長
い
年
月
を
送
っ
た
の
だ
っ
た
。

ま
と
め

・
文
脈
に
沿
っ
て
語
句
を
訳
す

・
文
脈
を
踏
ま
え
て
傍
線
部
を
解
釈
す
る

・
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
内
容
を
押
さ
え
る

・
文
脈
か
ら
適
切
な
語
を
補
っ
て
訳
す

・
助
詞
・
助
動
詞
と
い
っ
た
細
部
に
も
注
意
し
て
訳
す

・
多
義
語
を
文
脈
に
沿
っ
て
訳
す

・
文
脈
を
押
さ
え
る

・
古
文
の
典
型
的
な
展
開
を
踏
ま
え
て
読
む

・
解
答
を
見
直
し
て
、
意
味
が
通
る
文
章
に
な
っ
て
い
る
か
確
認
す
る

��


