
問
五
・
同
等

問
四
・
理
由
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チ
ェ
ッ
ク

問
五
・
問
六

登
場
人
物
と
そ
の
特
徴

を
押
さ
え
る

問
五

文
脈
か
ら
適
切
な
語
を

補
う

問
四

人
物
の
発
言
の
趣
旨
を

押
さ
え
る

1510
　

次
の
文
章
を
読
み
、
あ
と
の
問
に
答
え
よ
。�

（
50
点
）

　

大
納
言
＊
成し
げ

通み
ち

卿き
ゃ
う

の
鞠ま
り

は
、
凡ぼ
ん

夫ぶ

の
し
わ
ざ
に
は
あ
ら
ざ
り
け
り
。
さ
ま
ざ
ま
に
ふ
し
ぎ
に

Ａ

事
の
み
あ
り
け
る
中
に
、
鞠
を
高
く

蹴
あ
ぐ
る
事
、
１
な
べ
て
の
人
に
は
＊
三
か
さ
ま
さ
り
た
り
け
り
。
あ
る
日
、
鞠
を
高
く
あ
げ
ら
れ
た
り
け
る
に
、
辻
風
の
物
を
吹
き
ａ
あ
ぐ

る
や
う
に
、
鳶と
び

・
烏
か
ら
す

付
き
た
り
と

Ｂ

ほ
ど
に
、
空
に
あ
が
り
て
雲
の
中
に
入
り
て
、
見
え
ず
し
て
と
ど
ま
り
に
け
り
。
不
思
議
な
り
け

る
こ
と
な
り
。
父
の
大
納
言
、
＊
そ
の
か
み
仏
師
を
召
し
て
仏
を
造
ら
せ
て
ｂ
ゐ
ら
れ
た
り
け
る
時
、
＊
は
し
の
御み

簾す

を
あ
げ
て
格
子
の
も
と

を
よ
せ
か
け
ら
れ
た
り
け
る
に
、
成
通
卿
い
ま
だ
若
か
り
け
る
に
、
庭
に
て
鞠
を
あ
げ
ら
れ
け
る
が
、
鞠
、
格
子
と
簾す
だ
れと

の
中
に
入
り
け
る
に

続
き
て
飛
び
い
ら
れ
け
る
が
、
父
の
前
、
＊
無
骨
な
り
け
れ
ば
、
鞠
を
足
に
の
せ
て
、
そ
の
＊
板
敷
を
踏
ま
ず
し
て
、
＊
や
ま
が
ら
の
＊
も
ど

り
う
つ
や
う
に
飛
び
か
へ
ら
れ
た
り
け
る
、

Ｘ

に
あ
ら
ざ
り
け
り
。「
我
が
＊
一
期
に
、
こ
の
と
ん
ば
う
が
へ
り
一
度
な
り
」
と
ぞ
自
称

せ
ら
れ
け
る
。
お
ほ
か
た
こ
の
大
納
言
は
、
か
く
若
く
よ
り
早は
や

業わ
ざ

を
好
み
給
ひ
て
、
＊
築つ
い

地ぢ

の
＊
は
ら
、
も
し
は
＊
檜ひ

垣が
き

の
は
ら
な
ど
を
も
走

ら
れ
け
り
。
ま
た
屋
の
上
に
臥ふ

し
て
＊
棟
よ
り
こ
ろ
び
て
軒
に
て
は
＊
安
座
せ
ら
る
る
を
り
も
ｃ
あ
り
け
り
。
父
の
卿
、
ｄ
制
止
せ
ら
れ
け
れ

ど
も
、
か
な
は
ず
。
こ
の
事
を
鳥
羽
院
聞
こ
し
め
し
て
、
御
制
止
あ
り
け
れ
ど
も
、
な
ほ
や
ま
ざ
り
け
れ
ば
、
御
前
に
ｅ
召
し
て
、「
汝
が
早は
や

態わ
ざ

を
好
む
は
、
何
の
＊
詮
か
あ
る
」
と
仰
せ
下
さ
れ
け
れ
ば
、「
さ
し
た
る
詮
は
候
は
ず
。た
だ
し
＊
拝は
い

趨す
う

の
間
、
Ｃ

召
し
具
し
候
ふ
＊
僮ど
う

僕ぼ
く

、
一
両
人
に
は
ｆ
過
ぎ
ず
候
ふ
。
雨
の
降
り
候
ふ
日
、
一
人
は
笠
を
さ
し
て
、
＊
車
の
簾
を
持
ち
あ
ぐ
る
者
の
候
は
ぬ
時
、
車
の
＊
轅な
が
えを

土
に
置
き
な
が
ら
、
片
手
に
左
右
の
＊
袴は
か
まを
と
り
、
片
手
に
は
簾
を
持
ち
あ
げ
て
飛
び
乗
り
候
へ
ば
、
２
さ
ら
に
装
束
も
損
ぜ
ず
、
奉
公
第

一
の
用
な
り
」
と
申
さ
れ
け
れ
ば
、
そ
の
後
は
、
３
院
、
御
制
止
な
か
り
け
り
。�

（『
古
今
著
聞
集
』
よ
り
）

問
四

問
題

ま
と
め

K9

二
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問
一

文
法
事
項
を
押
さ
え
る

問
二

多
義
語
・
古
今
異
義
語

な
ど
を
文
脈
に
沿
っ
て

解
釈
す
る

問
三

　

注

＊
成
通
＝
藤
原
成
通
。　

＊
三
か
さ
＝
三
倍
。　

＊
そ
の
か
み
＝
そ
の
昔
。　

＊
は
し
＝
家
の
中
で
外
側
に
最
も
近
い
と
こ
ろ
。　

　
　

＊
無
骨
＝
無
作
法
。　

＊
板
敷
＝
格
子
の
外
側
の
縁
側
の
板
。　

＊
や
ま
が
ら
＝
山
雀す
ず
め。　

＊
も
ど
り
＝
宙
返
り
。　

＊
一
期
＝
一
生
涯
。　

＊
築
地
＝
泥
土
を
積
み
上
げ
て
造
っ
た
塀
。　

＊
は
ら
＝
側
面
。　

＊
檜
垣
＝
檜ひ
の
きの

薄
い
板
を
編
ん
で
張
っ
た
垣
根
。　

＊
棟
＝
屋
根

の
中
央
の
一
番
高
い
と
こ
ろ
。　

＊
安
座
＝
安
定
し
た
姿
勢
で
座
る
こ
と
。　

＊
詮
＝
き
き
め
。
か
い
。　

＊
拝
趨
＝
宮
中
に
参
上
す
る
。　

＊
僮
僕
＝
召
使
い
の
少
年
。　

＊
車
の
簾
＝
牛
車
の
乗
り
込
み
口
に
下
げ
る
簾
。　

＊
轅
＝
牛
車
で
、
牛
と
車
を
つ
な
ぐ
二
本
の
長
い
棒
。

「
轅
を
土
に
置
」
く
と
、
車
の
前
方
が
下
向
き
に
な
る
た
め
、
後
ろ
の
乗
り
込
み
口
が
高
く
な
る
。　

＊
袴
を
と
り
＝
着
物
の
裾す
そ

を
た
く

し
持
つ
。

問
一　

傍
線
ａ
～
ｆ
の
動
詞
の
（
ⅰ
）
活
用
の
種
類
、（
ⅱ
）
活
用
形
と
し
て
最
適
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
を
記
せ
（
同

じ
記
号
を
何
度
用
い
て
も
よ
い
）。�

（
12
点
）

　
　
　
（
ⅰ
）
ア
四
段
活
用　
　
　
　

イ
上
一
段
活
用　
　
　

ウ
上
二
段
活
用　
　
　

エ
下
一
段
活
用　
　
　

オ
下
二
段
活
用

　
　
　
　
　

 

カ
カ
行
変
格
活
用　
　

キ
サ
行
変
格
活
用　
　

ク
ナ
行
変
格
活
用　
　

ケ
ラ
行
変
格
活
用

　
　
　
（
ⅱ
）
ア
未
然
形　
　
　

イ
連
用
形　
　
　

ウ
終
止
形　
　
　

エ
連
体
形　
　
　

オ
已
然
形　
　
　

カ
命
令
形

問
二　

Ａ

～

Ｃ

に
最
適
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
次
の
語
群
の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
適
切
な
活
用
形
に
直
し
て
記
せ
。�

（
６
点
）

　
　
　

Ａ　

あ
り
が
た
し
・
う
し
ろ
め
た
し
・
す
さ
ま
じ
・
よ
し
な
し

　
　
　

Ｂ　

か
し
づ
く
・
な
や
む
・
の
の
し
る
・
や
つ
す

　
　
　

Ｃ　

い
た
づ
ら
な
り
・
か
た
く
な
な
り
・
す
ず
ろ
な
り
・
わ
づ
か
な
り

問
三　

傍
線
１
・
２
を
口
語
訳
せ
よ
。�

（
10
点
）
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傍
線
部
を
品
詞
分
解
し
、

過
不
足
な
く
現
代
語
に

置
き
換
え
る

問
六

文
章
全
体
の
展
開
を
押

さ
え
る

問
四　

傍
線
３
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
三
十
五
字
以
内
で
以
下
の
空
欄
を
埋
め
、
説
明
を
完
成
さ
せ
よ
。�

（
12
点
）

　
　
　

と
い
う
成
通
の
返
答
に
納
得
し
た
か
ら
。

問
五　

Ｘ

に
最
適
な
語
句
を
文
中
か
ら
抜
き
出
し
て
記
せ
。�

（
５
点
）

問
六　

問
題
文
を
内
容
の
上
か
ら
二
つ
に
分
け
る
場
合
、
後
半
は
ど
こ
か
ら
始
ま
る
か
。
後
半
の
最
初
の
五
字
を
文
中
か
ら
抜
き
出
し
て
記
せ

（
句
読
点
等
も
一
字
と
し
て
数
え
る
）。�

（
５
点
）

出
典

　
『
古
今
著
聞
集
』
巻
十
一
「
侍
従
大
納
言
成
通
の
鞠
は
凡
夫
の
業
に
非あ
ら

ざ
る
事
」

　
『
古
今
著
聞
集
』
は
、
十
三
世
紀
半
ば
頃
に
成
立
し
た
説
話
集
。
橘
た
ち
ば
な
の

成な
り

季す
え

編
。

全
部
で
七
百
二
十
あ
ま
り
の
説
話
を
、
政
道
忠
臣
・
和
歌
・
馬
芸
・
哀
傷
な
ど
三

十
の
テ
ー
マ
に
分
類
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
年
代
順
に
配
列
し
、
し
か
も
前
後
の
説
話

が
内
容
上
、
相
互
に
関
連
を
持
つ
よ
う
な
整
然
と
し
た
構
成
に
な
っ
て
お
り
、〝
説

話
の
百
科
事
典
〟
と
も
言
え
る
体
裁
に
な
っ
て
い
る
。

解
答

問
一　
ａ
（
ⅰ
）
オ　
（
ⅱ
）
エ　
　

ｂ
（
ⅰ
）
イ　
（
ⅱ
）
ア　

ｃ
（
ⅰ
）
ケ　
（
ⅱ
）
イ　
　

ｄ
（
ⅰ
）
キ　
（
ⅱ
）
ア　

ｅ
（
ⅰ
）
ア　
（
ⅱ
）
イ　
　

ｆ
（
ⅰ
）
ウ　
（
ⅱ
）
ア

問
二　

Ａ
あ
り
が
た
き　

Ｂ
の
の
し
る　

Ｃ
わ
づ
か
に

問
三　

１
普
通
の
人
に
比
べ
て
三
倍
す
ぐ
れ
て
い
た

２
ま
っ
た
く
装
束
を
傷
め
る
こ
と
も
な
く

問
四　

早
業
は
雨
の
日
に
宮
中
に
参
上
す
る
際
、
装
束
を
傷
め
な
い
の
で
奉
公
の

役
に
立
つ�

（
32
字
）

問
五　

凡
夫
の
し
わ
ざ

問
六　

お
ほ
か
た
こ

解
説

今
回
の
文
章
の
概
要

蹴
鞠
の
達
人
で
あ
る
藤
原
成
通
の
凡
人
離
れ
し
た
身
軽
さ
と
機
転

・
成
通
卿
の
蹴
鞠
は
、「
凡
夫
の
し
わ
ざ
」
で
は
な
い

　

凡
人
離
れ
し
た
身
軽
さ
を
表
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
二
つ

　

・
鞠
を
普
通
の
人
よ
り
三
倍
高
く
蹴
り
上
げ
ら
れ
る
（
→
問
三
１
）



YLE6A1-Z1C2-04
　
　
　
　
　

↓

天
に
上
が
っ
て
降
り
て
こ
な
い
鞠

　

・
一
生
に
一
度
と
自
分
で
言
う
と
ん
ぼ
返
り
の
様
子

＝
「
凡
夫
の
し
わ
ざ
」
で
は
な
い
（
→
問
五
）

・
早
業
を
好
む
成
通
と
鳥
羽
院
の
や
り
と
り

　

若
い
頃
か
ら
早
業
を
好
ん
で
き
た
成
通

　
　
　
　

↓

父
親
・
鳥
羽
院
が
止
め
て
も
聞
か
な
い

鳥
羽
院
「
お
前
が
早
業
を
好
む
の
は
、
何
の
た
め
か
（
＝
汝
が
早
態
を
好
む
は
、

何
の
詮
か
あ
る
）」

成
通
「
雨
の
日
に
宮
中
に
参
上
す
る
際
、
ま
っ
た
く
装
束
を
傷
め
る
こ
と
も
な

く
、
そ
れ
が
ご
奉
公
の
役
に
立
ち
ま
す
（
＝
さ
ら
に
装
束
も
損
ぜ
ず
、
奉
公
第

一
の
用
な
り
）」（
→
問
三
２
・
問
四
）

鳥
羽
院
は
納
得
し
、
そ
の
後
止
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
＝
成
通
の
機
転

　
問
一　

動
詞
の
活
用
を
確
認
す
る
問
題
。
活
用
の
種
類
は
九
種
類
あ
る
が
、
決
ま

り
を
覚
え
れ
ば
見
分
け
方
は
難
し
く
な
い
。
上
一
段
・
下
一
段
・
変
格
活
用
は
数

が
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
覚
え
て
お
く
。
そ
れ
以
外
の
四
段
・
上
二

段
・
下
二
段
活
用
は
、
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
を
付
け
て
未
然
形
を
作
り
、
活
用

語
尾
の
母
音
が
ア
段
か
イ
段
か
エ
段
か
で
見
分
け
る
。
活
用
形
に
つ
い
て
は
、
直

後
の
語
に
着
目
し
て
接
続
を
も
と
に
判
断
す
れ
ば
よ
い
。
動
詞
の
活
用
は
基
本
中

の
基
本
な
の
で
、
確
実
に
マ
ス
タ
ー
し
て
お
こ
う
。

　
ａ
直
後
が
「
や
う
」
と
い
う
体
言
な
の
で
、
活
用
形
は
連
体
形
。
未
然
形
を
作

 

文
法
事
項
を
押
さ
え
ら
れ
た
か

る
と
「
あ
げ
（
ｇ
ｅ
）」
＋
「
ず
」
と
、
活
用
語
尾
の
母
音
が
エ
段
な
の
で
、
下

二
段
活
用
だ
と
わ
か
る
。
終
止
形
は
「
あ
ぐ
」。

　

ｂ
「
ゐ
る
」
と
い
う
上
一
段
活
用
動
詞
。
直
後
が
未
然
形
接
続
の
助
動
詞
「
ら

る
」
な
の
で
、
活
用
形
は
未
然
形
。
な
お
、
上
一
段
活
用
動
詞
は
「
着
る
」「
見
る
」

「
似
（
煮
）
る
」「
射い

（
鋳い

）
る
」「
干ひ

る
」「
居ゐ

（
率ゐ

）
る
」
な
ど
十
数
語
だ
け
な

の
で
、
覚
え
て
お
こ
う
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
問
わ
れ
て
い
な
い
が
、
上
一
段
活
用

動
詞
は
活
用
の
行
に
注
意
す
る
こ
と
。
ｂ
は
ひ
ら
が
な
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
わ

か
り
や
す
い
が
、「
居
（
率
）
る
」
は
ワ
行
、「
射
（
鋳
）
る
」
は
ヤ
行
で
あ
る
。

　
ｃ
「
あ
り
」
は
ラ
行
変
格
活
用
動
詞
。
直
後
が
連
用
形
接
続
の
助
動
詞
「
け
り
」

な
の
で
、
活
用
形
は
連
用
形
。
な
お
、
ラ
行
変
格
活
用
動
詞
は
、「
あ
り
」「
居を

り
」

「
侍
り
」「
い
ま
そ
か
り
（
い
ま
そ
が
り
・
い
ま
す
か
り
・
い
ま
す
が
り
）」
の
四

語
の
み
。

　

ｄ
「
制
止
す
」
と
い
う
サ
行
変
格
活
用
動
詞
で
、
こ
こ
は
複
合
動
詞
の
形
に

な
っ
て
い
る
。
サ
行
変
格
活
用
動
詞
は
「
す
」「
お
は
す
」
の
二
語
の
み
だ
が
、

こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
語
に
付
い
て
複
合
動
詞
を
つ
く
る
の
で
注
意
。

●
サ
行
変
格
活
用
の
複
合
動
詞
●

　

和
語
＋
「
す
」
＝
「
旅
す
」「
心
す
」「
あ
る
じ
す
」
等
。

　

形
容
詞
・
形
容
動
詞
＋
「
す
」
＝
「
専
ら
に
す
」「
重
く
す
」「
全
う
す
」
等
。

　

漢
語
＋
「
す
」
＝
「
愛
す
」「
察
す
」「
感
ず
」「
進
ず
」
等
。

＊
な
お
、「
…
…
ず
」
と
な
っ
て
も
「
ザ
行
変
格
活
用
」
と
は
言
わ
な
い
。

　

こ
こ
は
、「
制
止
」
と
い
う
漢
語
に
「
す
」
が
付
い
た
も
の
。
直
後
が
未
然
形

接
続
の
助
動
詞
「
ら
る
」
な
の
で
、
活
用
形
は
未
然
形
。

　
ｅ
未
然
形
を
作
る
と
「
召
さ
（
ｓ
ａ
）」
＋
「
ず
」
と
な
る
の
で
、
四
段
活
用
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で
連
用
形
。「
召
す
」
は
、
こ
こ
で
は
「
呼
ぶ
」
の
尊
敬
語
で
、〈
お
呼
び
に
な
る
〉

の
意
。

　

ｆ
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
に
接
続
す
る
未
然
形
に
な
っ
て
い
る
。「
過
ぎ
（
ｇ

ｉ
）」
＋
「
ず
」
で
、
母
音
が
イ
段
な
の
で
、
上
二
段
活
用
動
詞
。

問
二　

動
詞
・
形
容
詞
・
形
容
動
詞
の
活
用
と
重
要
古
語
を
確
認
す
る
問
題
。

　

Ａ
は
、
成
通
の
蹴
鞠
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
を
総
括
的
に
述
べ
た
部
分
。

直
前
に
、「
ふ
し
ぎ
に
（
ふ
し
ぎ
な
り
）」
と
い
う
形
容
動
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る

こ
と
や
、
問
題
文
に
見
ら
れ
る
成
通
の
蹴
鞠
が
普
通
で
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な

技
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
。
不
思
議
で
普
通
で
な
い
こ
と
は
、
そ
う
は
起
こ
ら

な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
言
い
表
す
に
は
、「
あ
り
が
た
し
」
が
最
適
。
現
代

語
で
は
主
に
、〈
感
謝
し
た
い
・
あ
り
が
た
い
〉
の
意
で
用
い
ら
れ
る
が
、
古
語

の
場
合
は
、〈
め
っ
た
に
な
い
ほ
ど
珍
し
い
・
め
っ
た
に
な
い
ほ
ど
す
ぐ
れ
て
い

る
〉
の
意
で
用
い
ら
れ
る
。
活
用
形
は
、
直
後
が
「
事
」
と
い
う
体
言
な
の
で
、

連
体
形
「
あ
り
が
た
き
」
に
直
す
。「
あ
り
が
た
か
る
」
と
は
し
な
い
。〈
か
ら
・

か
り
・
○
・
か
る
・
○
・
か
れ
〉
と
活
用
す
る
カ
リ
活
用
は
、
原
則
と
し
て
後
に

助
動
詞
が
付
く
場
合
に
用
い
ら
れ
る
。

　

な
お
、「
う
し
ろ
め
た
し
」
は
、〈
気
が
か
り
だ
・
心
配
だ
〉、「
す
さ
ま
じ
」
は
、

〈
興
ざ
め
だ
・
荒
れ
果
て
て
も
の
寂
し
い
〉、「
よ
し
な
し
」
は
、〈
無
意
味
だ
・
理

由
が
な
い
〉
の
意
。

　

Ｂ
は
、
成
通
の
蹴
り
上
げ
た
鞠
が
空
高
く
舞
い
上
が
っ
た
時
、
鳶
や
烏
が
蹴
り

上
げ
た
鞠
に
と
ま
っ
て
い
る
と
「
～
」
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
「
～
」
に

入
る
言
葉
と
し
て
適
切
な
の
は
、〈
大
声
で
騒
ぐ
〉
意
の
「
の
の
し
る
」（
主
語
は

 

多
義
語
・
古
今
異
義
語
な
ど
を
文
脈
に
沿
っ
て
解
釈
で
き
た
か

問
題
文
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
文
脈
上
、
鞠
を
見
て
い
た
人
々
と
解
釈
で
き

る
）。
活
用
形
は
、
直
後
が
「
ほ
ど
」
と
い
う
体
言
な
の
で
、
連
体
形
に
直
す
。「
の

の
し
る
」
は
四
段
活
用
な
の
で
、
連
体
形
は
終
止
形
と
同
じ
形
に
な
る
。

　

そ
の
他
、「
か
し
づ
く
」
は
〈
大
切
に
育
て
る
〉、「
な
や
む
」
は
〈
苦
労
す
る
・

病
気
を
す
る
〉、「
や
つ
す
」
は
〈
み
す
ぼ
ら
し
く
す
る
・
出
家
す
る
〉
の
意
を
表

す
。

　

Ｃ
は
、
成
通
が
、
自
分
の
召
し
使
う
童
は
〈
一
両
人
（
＝
二
人
）
だ
け
で
あ
る
〉

と
言
っ
て
い
る
直
後
の
文
脈
か
ら
考
え
る
と
、〈
ほ
ん
の
少
し
・
た
っ
た
の
〉
の

意
の
「
わ
づ
か
な
り
」
が
最
適
。
直
後
が
動
詞
な
の
で
、
連
用
形
「
わ
づ
か
に
」

に
直
す
。
な
お
、
形
容
動
詞
の
連
用
形
は
「
…
…
に
」
と
「
…
…
な
り
」
の
二
つ

の
形
が
あ
る
が
、
助
動
詞
に
接
続
す
る
以
外
は
、
ほ
と
ん
ど
「
…
…
に
」
の
形
に

な
る
。

　

設
問
に
挙
げ
ら
れ
た
そ
の
他
の
語
、「
い
た
づ
ら
な
り
」
は
、〈
ひ
ま
だ
・
無
駄

だ
〉、「
か
た
く
な
な
り
」
は
、〈
頑
固
だ
・
粗
野
だ
〉、「
す
ず
ろ
な
り
」
は
、〈
あ

て
も
な
い
・
思
い
が
け
な
い
〉
の
意
で
あ
る
。

　

以
上
、
ど
れ
も
重
要
古
語
な
の
で
、
意
味
は
き
ち
ん
と
押
さ
え
て
お
こ
う
。

問
三　

１
品
詞
分
解
す
る
と
、「
な
べ
て
／
の
／
人
／
に
／
は
／
三
か
さ
／
ま
さ

り
／
た
り
／
け
り
」
と
な
る
。「
な
べ
て
」
は
副
詞
で
、〈
一
般
に
・
普
通
〉
の
意
。

「
か
さ
」
は
、
高
さ
や
大
き
さ
を
表
す
。「
三
か
さ
」
に
「
三
倍
」
と
い
う
「
注
」

を
つ
け
た
が
、
こ
こ
は
〈
三
倍
の
高
さ
〉
と
い
う
こ
と
。「
ま
さ
り
（
ま
さ
る
）」
は
、

〈
他
と
比
較
し
て
す
ぐ
れ
て
い
る
〉
の
意
。「
た
り
」
は
完
了
・
存
続
の
助
動
詞
「
た

り
」
の
連
用
形
、「
け
り
」
は
過
去
の
助
動
詞
「
け
り
」
の
終
止
形
で
あ
る
。
よ
っ

 

傍
線
部
を
品
詞
分
解
し
、
過
不
足
な
く
現
代
語
に
置
き
換
え
ら
れ
た
か
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て
傍
線
部
全
体
で
、〈（
成
通
の
蹴
り
上
げ
る
鞠
の
飛
ぶ
高
さ
は
）
普
通
の
人
に
比

べ
て
三
倍
す
ぐ
れ
て
い
た
〉
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

　

２
品
詞
分
解
す
る
と
、「
さ
ら
に
／
装
束
／
も
／
損
ぜ
／
ず
」
と
な
る
。
呼
応

の
副
詞
「
さ
ら
に
」
の
訳
し
方
が
ポ
イ
ン
ト
。
下
に
打
消
の
語
を
伴
っ
て
、〈
ま
っ

た
く
…
…
な
い
〉
の
意
を
表
す
。
こ
こ
で
は
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
の
連
用
形
と

呼
応
し
て
い
る
。「
損
ぜ
（
損
ず
）」
は
問
一
で
も
見
た
サ
行
変
格
活
用
動
詞
で
、

こ
こ
で
は
〈
い
た
む
・
傷
つ
け
る
〉
の
意
。
牛
車
に
飛
び
乗
る
こ
と
で
、
雨
の
日

で
も
装
束
を
ま
っ
た
く
傷
め
な
い
で
す
む
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

問
四　

設
問
に
あ
る
通
り
、
成
通
が
返
答
し
た
内
容
を
受
け
て
、「
御
制
止
な
か

り
け
り
」
と
い
う
流
れ
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
院
が
な
に
を
「
制
止
」
し
よ
う
と
し

た
の
か
、
成
通
が
ど
の
よ
う
に
返
答
し
た
の
か
を
文
脈
に
沿
っ
て
見
て
い
け
ば
よ

い
。

　

成
通
の
早
業
を
、「
父
の
卿
」
が
止
め
よ
う
と
し
た
が
、
成
通
は
聞
き
入
れ
な

か
っ
た
（
＝
ℓ
９
・
10
「
制
止
せ
ら
れ
け
れ
ど
も
、
か
な
は
ず
」）。
さ
ら
に
鳥
羽

院
が
止
め
て
も
、
な
お
や
め
よ
う
と
し
な
い
（
＝
ℓ
10
「
鳥
羽
院
聞
こ
し
め
し
て
、

御
制
止
あ
り
け
れ
ど
も
、
な
ほ
や
ま
ざ
り
け
れ
ば
」）。
そ
こ
で
鳥
羽
院
が
早
業
を

好
む
理
由
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
（
＝
ℓ
10
・
11
「
汝
が
早
態
を
好
む
は
、
何
の
詮
か

あ
る
」）、
成
通
は
「
さ
し
た
る
詮
は
候
は
ず
」
と
答
え
な
が
ら
も
、「
た
だ
し
拝

趨
の
間
…
…
」
以
下
で
、
宮
中
に
参
上
す
る
際
の
様
子
を
述
べ
て
い
る
。

・
成
通
が
召
し
使
っ
て
い
る
の
は
た
っ
た
二
人

　
　
　
　
　

↓

・
雨
の
日
に
車
に
乗
る
際
、
人
手
が
足
り
な
い

 

人
物
の
発
言
の
趣
旨
を
押
さ
え
ら
れ
た
か

　
　
　
　
　

↓

・
早
業
で
身
軽
に
飛
び
乗
る
こ
と
で
、
装
束
を
傷
め
ず
に
す
む

　
　
　
　
　

↓

・
そ
の
こ
と
は
ご
奉
公
の
役
に
立
つ

　

よ
っ
て
、
鳥
羽
院
は
こ
の
合
理
的
な
返
答
に
納
得
し
た
た
め
、
も
は
や
制
止
し

よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
成
通
は
、
た
だ
早
業
に
長た

け
て
い
た
だ

け
で
な
く
、
機
知
に
も
富
ん
で
い
た
こ
と
が
、
こ
の
話
か
ら
う
か
が
え
る
。

問
五　

成
通
が
、
鞠
を
足
に
乗
せ
た
ま
ま
宙
返
り
を
し
て
建
物
の
中
か
ら
庭
に
出

た
と
い
う
話
に
つ
い
て
、〈

Ｘ

で
は
な
か
っ
た
〉
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
Ｘ

に
入
る
語
句
を
文
中
か
ら
探
す
わ
け
だ
が
、
冒
頭
の
一
文
に
着
目
し
よ
う
。
問
題

文
は
、
冒
頭
で
成
通
の
鞠
に
つ
い
て
総
括
的
に
述
べ
、
そ
れ
か
ら
具
体
的
な
エ
ピ

ソ
ー
ド
に
移
っ
て
い
く
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
冒
頭
の
総
括
で
は
、「
凡
夫

の
し
わ
ざ
に
は
あ
ら
ざ
り
け
り
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
凡
夫
」
は
、〈
普
通
の

人
・
平
凡
な
人
〉
の
意
。
そ
の
言
葉
が
、
Ｘ
を
含
む
部
分
で
改
め
て
確
認
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

見
事
な
応
酬
で
院
を
感
心
さ
せ
た
成
通
の
機
転
を
押
さ
え
よ
う
！

 

登
場
人
物
と
そ
の
特
徴
を
押
さ
え
ら
れ
た
か

 

文
脈
か
ら
適
切
な
語
を
補
え
た
か
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問
六　

こ
の
話
は
、
は
じ
め
に
成
通
の
蹴
鞠
の
巧
み
さ
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
が
、

そ
れ
は
問
五
で
確
認
し
た
よ
う
に
、「
凡
夫
の
し
わ
ざ
」
と
は
思
え
な
い
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
蹴
鞠
に
つ
い
て
直
接
語
ら
れ
る
の
は
、
空
欄
Ｘ
の
後
の
成

通
自
身
の
言
葉
ま
で
で
あ
る
。
ℓ
８
の
「
お
ほ
か
た
こ
の
大
納
言
は
」
以
降
は
、

蹴
鞠
の
技
を
支
え
る
成
通
の
機
敏
な
動
作
、
す
な
わ
ち
早
業
に
つ
い
て
の
話
題
に

移
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、「
お
ほ
か
た
こ
」
が
正
解
と
な
る
。
問
題
文
は
、
前
半

が
成
通
の
蹴
鞠
の
技
の
巧
み
さ
、
後
半
が
早
業
に
つ
い
て
、
と
い
う
こ
と
に
な
る

わ
け
で
あ
る
。

全
訳

　

大
納
言
成
通
卿
の
蹴
鞠
は
、
普
通
の
人
の
技
で
は
な
か
っ
た
。
い
ろ
い
ろ
と
不

思
議
な
Ａ
め
っ
た
に
な
い
よ
う
な
こ
と
ば
か
り
あ
っ
た
中
で
、
鞠
を
高
く
蹴
り
上

げ
る
こ
と
は
、
１
普
通
の
人
に
比
べ
て
三
倍
す
ぐ
れ
て
い
た
。
あ
る
日
、
鞠
を
高

く
蹴
り
上
げ
な
さ
っ
た
と
こ
ろ
、
つ
む
じ
風
が
物
を
吹
き
上
げ
る
よ
う
に
、
鳶
や

烏
が
（
蹴
り
上
げ
た
鞠
に
）
と
ま
っ
て
い
る
と
（
見
て
い
た
人
々
が
）
Ｂ
大
声
で

騒
い
で
い
る
う
ち
に
、（
鞠
は
）
空
に
あ
が
り
雲
の
中
に
入
っ
て
、
見
え
な
く
な
っ

て
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。
父
の
大
納
言
が
、

そ
の
昔
仏
師
を
招
い
て
仏
像
を
造
ら
せ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
時
、
家
の
外
側
に
近

い
と
こ
ろ
の
御
簾
を
上
げ
て
格
子
の
も
と
に
寄
り
か
か
り
な
さ
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、

成
通
卿
は
ま
だ
若
く
て
、
庭
で
鞠
を
蹴
り
上
げ
な
さ
っ
た
の
だ
が
、
鞠
が
、
格
子

と
簾
と
の
間
に
入
っ
た
の
に
続
い
て
飛
び
込
ま
れ
た
が
、
父
の
手
前
、
無
作
法
で

 

登
場
人
物
と
そ
の
特
徴
を
押
さ
え
ら
れ
た
か

 

文
章
全
体
の
展
開
を
押
さ
え
ら
れ
た
か

あ
っ
た
の
で
、
鞠
を
足
に
乗
せ
た
ま
ま
、
そ
の
板
敷
を
踏
ま
ず
に
、
山
雀
が
宙
返

り
を
す
る
よ
う
に
飛
ん
で
戻
っ
た
の
は
、Ｘ
普
通
の
人
の
技
で
は
な
か
っ
た
。「
自

分
の
一
生
涯
で
、
と
ん
ぼ
返
り
を
し
た
の
は
こ
の
一
度
だ
け
だ
」
と
自
賛
な
さ
っ

て
い
た
。
そ
も
そ
も
こ
の
大
納
言
は
、
こ
の
よ
う
に
若
い
と
き
か
ら
早
業
を
お
好

み
に
な
り
、
築
地
の
側
面
、
あ
る
い
は
檜
垣
の
側
面
な
ど
を
も
走
っ
て
お
ら
れ
た
。

ま
た
屋
根
の
上
に
臥
せ
っ
て
棟
か
ら
転
が
り
落
ち
軒
の
上
で
き
ち
ん
と
座
り
な
さ

る
時
も
あ
っ
た
。
父
の
卿
は
、（
息
子
の
早
業
を
）
制
止
な
さ
っ
た
が
、
止
め
ら

れ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
鳥
羽
院
が
お
聞
き
に
な
り
、
制
止
な
さ
っ
た
け
れ
ど

も
、
や
は
り
や
め
な
か
っ
た
の
で
、
御
前
に
お
呼
び
に
な
っ
て
、「
お
前
が
早
業

を
好
む
の
は
、
何
の
た
め
か
」
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
の
で
、「
こ
れ
と
い
っ
た
か

い
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
宮
中
に
参
上
す
る
折
、（
私
が
）
Ｃ
わ

ず
か
に
召
し
連
れ
て
お
り
ま
す
童
は
、
二
人
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
雨
が
降
り
ま
す

日
は
、
一
人
は
笠
を
さ
す
の
で
、
車
の
簾
を
持
ち
上
げ
る
者
が
お
り
ま
せ
ん
時
は
、

車
の
轅
を
土
に
置
い
た
ま
ま
、
片
手
で
左
右
の
袴
の
裾
を
た
く
し
持
っ
て
、
片
手

で
簾
を
持
ち
上
げ
て
飛
び
乗
り
ま
す
の
で
、
２
ま
っ
た
く
装
束
を
傷
め
る
こ
と
も

な
く
、
そ
れ
が
ご
奉
公
に
最
も
役
に
立
ち
ま
す
」
と
申
し
上
げ
な
さ
っ
た
の
で
、

そ
の
後
は
、
３
院
は
、
制
止
な
さ
ら
な
か
っ
た
。
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ま
と
め

・
文
法
事
項
を
押
さ
え
る

・
多
義
語
・
古
今
異
義
語
な
ど
を
文
脈
に
沿
っ
て
解
釈
す
る

・
傍
線
部
を
品
詞
分
解
し
、
過
不
足
な
く
現
代
語
に
置
き
換
え
る

・
人
物
の
発
言
の
趣
旨
を
押
さ
え
る

・
登
場
人
物
と
そ
の
特
徴
を
押
さ
え
る

・
文
脈
か
ら
適
切
な
語
を
補
う

・
文
章
全
体
の
展
開
を
押
さ
え
る


