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チ
ェ
ッ
ク

問
一

指
示
内
容
な
ど
文
脈
か

ら
適
切
な
語
を
補
っ
て

解
釈
す
る

問
三

文
脈
を
押
さ
え
る

問
四

人
物
の
行
動
や
発
言
か

ら
文
章
の
展
開
を
理
解

す
る

1510

問
題

ま
と
め

K9

　

次
の
文
章
を
読
み
、
あ
と
の
問
に
答
え
よ
。�

（
50
点
）

　

こ
れ
も
今
は
昔
、
＊
民み
ん

部ぶ
の

大た
い

輔ふ

篤あ
つ

昌ま
さ

と
い
ふ
者
あ
り
け
る
を
、
＊
法ほ
ふ

性し
や
う

寺じ

殿
の
御
時
、
＊
蔵
人
所
の
所
司
に
、
義よ
し

助す
け

と
か
や
い
ふ
者
あ
り

け
り
。
く
だ
ん
の
篤
昌
を
＊
役
に
催
し
け
る
を
、「
１
わ
れ
は
、
か
や
う
の
役
は
す
べ
き
者
に
も
あ
ら
ず
」
と
て
、
参
ら
ざ
り
け
る
を
、
所
司
、

小こ

舎ど
ね
り人
を
あ
ま
た
つ
け
て
、
苛か

法ほ
ふ

に
催
し
け
れ
ば
、
参
り
に
け
り
。
さ
て
、
ま
づ
、
所
司
に
「
も
の
申
さ
ん
」
と
呼
び
け
れ
ば
、
出
で
あ
ひ
け

る
に
、
こ
の
世
な
ら
ず
腹
た
ち
て
、「
か
や
う
の
役
に
催
し
給
ふ
は
、
い
か
な
る
こ
と
ぞ
。
ま
づ
篤
昌
を
ば
、
い
か
な
る
者
と
知
り
給
ひ
た
る
ぞ
。

承
ら
ん
」
と
、
し
き
り
に
責
め
け
れ
ど
、
し
ば
し
は
も
の
も
言
は
で
ゐ
た
り
け
る
を
、
叱し
か

り
て
、「
の
た
ま
へ
。
ま
づ
、
２
篤
昌
が
あ
り
や
う

を
承
ら
ん
」
と
、
い
た
う
責
め
け
れ
ば
、「
３
別
の
こ
と
候
は
ず
。
民
部
大
輔
五
位
の
、
鼻
赤
き
に
こ
そ
知
り
申
し
た
れ
」
と
言
ひ
た
り
け
れ
ば
、

「
を
う
」
と
言
ひ
て
逃
げ
に
け
り
。

　

ま
た
、
こ
の
所
司
が
ゐ
た
り
け
る
前
を
、
忠た
だ

恒つ
ね

と
い
ふ
随
身
、
４
異こ
と

様や
う

に
て
練
り
通
り
け
る
を
見
て
、「
＊
わ
り
あ
る
随
身
の
姿
か
な
」
と

忍
び
や
か
に
言
ひ
け
る
を
、
耳
と
く
聞
き
て
、
随
身
、
所
司
が
前
に
立
ち
帰
り
て
、「
わ
り
あ
る
と
は
、
い
か
に
の
た
ま
ふ
こ
と
ぞ
」
と
咎と
が

め

け
れ
ば
、「
わ
れ
は
、
人
の
わ
り
の
あ
り
な
し
も
え
知
ら
ぬ
に
、
た
だ
今
、
＊
武た
け

正ま
さ

府ふ

生し
や
うの

通
ら
れ
つ
る
を
、
こ
の
人
々
、
５
『
わ
り
な
き
者

の
様や
う

体だ
い

か
な
』
と
言
ひ
あ
は
せ
つ
る
に
、
す
こ
し
も
似
給
は
ね
ば
、
さ
て
は
も
し
、
わ
り
の
お
は
す
る
か
と
思
ひ
て
、
申
し
た
り
つ
る
な
り
」

と
言
ひ
た
り
け
れ
ば
、
忠
恒
「
を
う
」
と
言
ひ
て
逃
げ
に
け
り
。

　

こ
の
所
司
を
ば
、「
６
荒
所
司
」
と
ぞ
つ
け
た
り
け
る
と
か
。�

（『
宇
治
拾
遺
物
語
』
よ
り
）

　

注

＊
民
部
大
輔
＝
民
部
省
（
戸
籍
・
租
税
な
ど
を
管
轄
し
た
役
所
）
の
次
官
。　

＊
法
性
寺
殿
＝
藤
原
忠
通
。　

＊
蔵
人
所
の
所
司
＝
「
蔵

問
一
・
問
二
2

問
一

問
三
（
ｉ
）

問
三
（
ⅱ
）

問
四

二
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問
三

注
を
踏
ま
え
て
登
場
人

物
の
状
況
を
押
さ
え
る

問
二

助
詞
・
助
動
詞
・
敬
語

な
ど
の
細
部
に
注
意
し

て
訳
す

人
所
」
は
、
蔵
人
（
天
皇
の
側
近
）
が
執
務
し
た
役
所
。「
所
司
」「
小
舎
人
」
は
そ
こ
で
働
く
職
員
。　

＊
役
＝
夫
役
・
労
役
。　

＊
わ

り
あ
る
＝
「
わ
り
な
し
」
の
対
義
語
と
し
て
、
所
司
が
即
興
で
作
っ
た
語
。　

＊
武
正
府
生
＝
「
府
正
」
は
衛え

府ふ

（
宮
中
を
護
衛
し
、
行

幸
・
行
啓
の
供
奉
な
ど
を
つ
か
さ
ど
っ
た
役
所
の
総
称
）
の
下
級
武
士
。「
武
正
府
正
」
は
法
性
寺
殿
に
仕
え
る
名
随
身
。

問
一　

傍
線
１
で
「
篤
昌
」
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言
お
う
と
し
た
の
か
、
説
明
せ
よ
。�

（
７
点
）

問
二　

傍
線
２
～
４
を
口
語
訳
せ
よ
。�

（
18
点
）

問
三　

傍
線
５
に
つ
い
て
、
次
の
（
ⅰ
）・（
ⅱ
）
に
答
え
よ
。

　
　
　
（
ⅰ
）
傍
線
５
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
、
説
明
せ
よ
。�

（
７
点
）

　
　
　
（
ⅱ
）
所
司
は
な
ぜ
「
わ
り
あ
る
随
身
の
姿
か
な
」
と
言
っ
た
の
か
、
説
明
せ
よ
。�

（
８
点
）

問
四　

傍
線
６
「
荒
所
司
」
と
い
う
あ
だ
名
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、
説
明
せ
よ
。�

（
10
点
）

問
三

出
典

　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
六
十
二
「
篤あ
つ

昌ま
さ

・
忠た
だ

恒つ
ね

等ら

の
事こ
と

」

　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
は
、
十
三
世
紀
前
半
頃
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
、
編
者
不

詳
の
説
話
集
。
内
容
は
、
仏
教
説
話
・
世
俗
説
話
・
民
間
説
話
な
ど
だ
が
、
全
体

的
に
教
訓
性
は
薄
く
、
面
白
み
や
笑
い
の
要
素
が
強
い
点
が
特
徴
で
あ
る
。

解
答

問
一　

自
分
は
民
部
大
輔
五
位
で
あ
っ
て
、
労
役
な
ど
を
す
る
よ
う
な
身
分
で
は

な
い
か
ら
拒
否
す
る
、
と
い
う
こ
と
。

問
二　

２
篤
昌
が
ど
の
よ
う
な
身
分
の
者
と
お
考
え
な
の
か
を
う
か
が
い
た
い

　
　
　

３
特
別
な
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
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４
風
変
わ
り
な
格
好
で
悠
々
と
通
っ
た

問
三　
（
ⅰ
）
武
正
府
生
の
様
子
が
す
ば
ら
し
か
っ
た
の
を
、
人
々
が
ほ
め
た
と

い
う
こ
と
。

　
　
　
（
ⅱ
）
忠
恒
が
、「
わ
り
な
し
」
と
い
う
武
正
の
す
ば
ら
し
い
様
子
と
は
正

反
対
だ
っ
た
た
め
（「
わ
り
」
が
「
な
し
」
と
は
反
対
の
「
あ
る
」

と
言
っ
た
）。

問
四　

ど
の
よ
う
な
相
手
に
対
し
て
も
物
怖
じ
せ
ず
、
相
手
を
言
い
負
か
し
て
し

ま
う
勇
ま
し
い
所
司
、
と
い
う
意
味
。

解
説

今
回
の
文
章
の
概
要

義
助
と
い
う
所
司
が
、
男
二
人
を
話
術
で
言
い
負
か
す

◎
民
部
大
輔
篤
昌
の
場
合

・
民
部
大
輔
篤
昌
が
労
役
の
召
集
に
応
じ
な
か
っ
た
た
め
、
所
司
が
厳
し
く
せ
き

た
て
て
参
上
さ
せ
た

・
篤
昌
は
立
腹
し
、「
自
分
は
労
役
を
課
さ
れ
る
よ
う
な
身
分
で
は
な
い
」「
こ
の
私 

が
ど
の
よ
う
な
身
分
と
思
っ
て
い
る
の
か
う
か
が
い
た
い
」
と
所
司
を
責
め
た

・
所
司
は
「
民
部
大
輔
五
位
で
、
鼻
が
赤
い
方
だ
と
は
存
じ
て
お
り
ま
す
」
と
返

事
を
し
た

・
篤
昌
は
「
お
う
」
と
言
っ
て
逃
げ
出
し
て
し
ま
っ
た

◎
随
身
忠
恒
の
場
合

・
所
司
の
前
を
、
忠
恒
が
変
わ
っ
た
格
好
を
し
て
通
り
過
ぎ
た
と
こ
ろ
、
所
司
は

「
わ
り
あ
る

0

0

0

0

随
身
の
姿
だ
な
あ
」
と
言
っ
た

・
忠
恒
は
「
わ
り
あ
る

0

0

0

0

、
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
だ
」
と
所
司
を
問
い
た
だ
し
た

・
所
司
は
「
人
々
が
、
武
正
府
生
に
対
し
て
『
わ
り
な
く

0

0

0

0

す
ば
ら
し
い
武
者
の
様

子
だ
』
と
言
い
合
っ
て
い
た
が
、
あ
な
た
（
＝
忠
恒
）
は
そ
れ
に
少
し
も
似
て

い
な
い
の
で
、
わ
り

0

0

が
お
あ
り

0

0

0

か
と
思
っ
て
申
し
上
げ
た
」
と
返
事
を
し
た

・
忠
恒
は
「
お
う
」
と
言
っ
て
逃
げ
出
し
て
し
ま
っ
た

→
人
々
は
所
司
を
「
荒
所
司
」
と
名
づ
け
た

 

頻
出
パ
タ
ー
ン
の
「
１
知
恵
と
機
転
～
難
題
解
決
型
～
」
と
「
４
愚
か

な
行
動
～
滑
稽
話
～
」
に
当
て
は
ま
る
。
登
場
人
物
の
言
動
に
注
目
し
て
、

物
語
の
展
開
を
つ
か
も
う
！

　

憤
慨
し
て
迫
り
く
る
相
手
を
所
司
は
平
然
と
言
い
負
か
し
、
急
所
を
指
摘
さ
れ

た
相
手
は
「
を
う
」
と
が
く
然
と
し
た
叫
び
声
を
あ
げ
て
逃
げ
て
し
ま
う
と
い
う

の
が
笑
い
の
ポ
イ
ン
ト
。

問
一　

傍
線
部
は
直
訳
す
る
と
〈
わ
し
は
、
こ
の
よ
う
な
「
役
」
は
す
る
よ
う
な

身
分
で
も
な
い
〉
と
な
る
。「
役
（
や
く
・
え
き
）」
は
、
人
々
を
公
用
の
労
働
に

使
う
こ
と
。
ま
た
、
割
り
当
て
ら
れ
た
公
の
労
務
。
し
た
が
っ
て
、
対
象
は
主
に

一
般
人
民
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
わ
れ
（
＝
篤
昌
）」
は
「
民
部
大
輔
（
＝
民
部

省
の
次
官
）
五
位
」（
ℓ
６
）
の
身
分
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
夫
役

で
あ
れ
、
夫
役
な
ど
と
い
う
も
の
は
自
分
の
よ
う
な
身
分
の
者
の
す
る
こ
と
で
は

な
い
、
と
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。

 

指
示
内
容
な
ど
文
脈
か
ら
適
切
な
語
を
補
っ
て
解
釈
で
き
た
か
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問
二　

２
「
篤
昌
」
と
は
自
分
の
こ
と
で
、「
あ
り
や
う
」
は
〈
様
子
・
状
態
〉

の
意
。「
承
ら
ん
」
は
、「
聞
く
」
の
謙
譲
語
「
承
る
」
の
未
然
形
「
承
ら
」
に
、

意
志
の
助
動
詞
「
ん
」
の
終
止
形
が
つ
い
た
も
の
。「
ん
（
む
）」
に
は
他
に
、〈
推

量
・
適
当
・
勧
誘
・
婉え
ん

曲き
ょ
く

・
仮
定
〉
な
ど
の
意
味
が
あ
る
が
、
こ
こ
は
主
語
が

一
人
称
（
篤
昌
）
な
の
で
、
篤
昌
の
意
志
を
表
す
。〈
自
分
の
様
子
を
相
手
に
聞

き
た
い
〉
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
つ
ま
り
〈
相
手
が
自
分
を
ど
の
よ
う
な
身
分
の

者
だ
と
思
っ
て
い
る
の
か
聞
き
た
い
〉
と
い
う
こ
と
で
、
ℓ
４
～
５
の
「
篤
昌
を

ば
、
い
か
な
る
者
と
知
り
給
ひ
た
る
ぞ
。
承
ら
ん
」
を
言
い
換
え
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
を
参
考
に
し
て
訳
出
し
よ
う
。

　

３
「
別
の
こ
と
」
は
〈
特
別
な
こ
と
・
と
り
た
て
て
言
う
べ
き
こ
と
〉
で
、「
候

は
ず
」
は
、「
あ
り
」
の
丁
寧
語
「
候
ふ
」
の
未
然
形
「
候
は
」
に
、
打
消
の
助

動
詞
「
ず
」
の
終
止
形
が
つ
い
た
も
の
。
よ
っ
て
〈
特
別
な
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ

ん
〉
と
い
う
訳
に
な
る
。
こ
こ
は
、
傍
線
2
で
〈
自
分
を
ど
の
よ
う
な
身
分
の
者

だ
と
思
っ
て
い
る
の
か
聞
き
た
い
〉
と
言
っ
た
篤
昌
に
対
す
る
返
答
。
身
分
を
か

さ
に
き
て
命
令
を
断
っ
て
き
た
篤
昌
に
対
し
、
所
司
は
篤
昌
の
身
体
的
特
徴
を
指

摘
し
て
や
り
こ
め
た
の
で
あ
る
。

　

４
「
異
様
に
て
」
は
、
形
容
動
詞
「
異
様
な
り
（
＝
普
通
と
違
っ
て
い
る
・
風

変
わ
り
だ
）」
の
連
用
形
「
異
様
に
」
に
、
接
続
助
詞
「
て
」
が
つ
い
た
も
の
。

続
く
「
練
り
通
り
け
る
」
を
修
飾
す
る
の
で
、〈
風
変
わ
り
な
格
好
で
〉
と
言
葉

を
補
お
う
。「
練
る
」
は
〈
ゆ
っ
く
り
と
（
行
列
を
作
っ
た
り
し
て
）
進
む
〉〈
ゆ
っ

く
り
と
も
っ
た
い
ぶ
っ
て
歩
く
〉
と
い
う
意
。
つ
ま
り
、
普
通
の
歩
き
方
で
は
な

く
、
自
分
の
異
様
な
風
体
を
誇
示
し
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
と
歩
い
て
い
た
の
だ
。

 

助
詞
・
助
動
詞
・
敬
語
な
ど
の
細
部
に
注
意
し
て
訳
せ
た
か

　

こ
こ
で
、「
に
て
」
の
識
別
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
く
。

「
に
て
」
の
識
別

①
格
助
詞
「
に
て
」

→
体
言
・
連
体
形
に
接
続
。〈
～
で
・
～
の
時
に
（
場
所
・
時
）〉〈
～
で
・

～
に
よ
っ
て
（
手
段
・
方
法
）〉〈
～
の
で
・
～
に
よ
っ
て
（
原
因
・
理

由
）〉
な
ど
と
訳
出
。

②
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
の
連
用
形
＋
接
続
助
詞
「
て
」

→
体
言
・
連
体
形
に
接
続
。〈
～
で
あ
っ
て
〉
と
訳
出
。

③
ナ
リ
活
用
形
容
動
詞
の
連
用
形
活
用
語
尾
＋
接
続
助
詞
「
て
」

→
形
容
動
詞
の
語
幹
に
「
～
な
」
と
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
（「
異
様
に

て
」
は
「
異
様
な
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、「
異
様
な
り
」
の

連
用
形
活
用
語
尾
）。〈
～
で
〉
と
訳
出
。

④
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の
連
用
形
＋
接
続
助
詞
「
て
」

→
連
用
形
に
接
続
。「
に
て
候
ふ
」「
に
て
侍
り
」
の
形
に
な
る
こ
と
が
多

い
。〈
～
て
し
ま
っ
て
〉
と
訳
出
。

問
三　
（
ⅰ
）「
わ
り
な
し
」
は
、
基
本
的
に
は
「
こ
と
わ
り
（
理
）
な
し
」、
す

な
わ
ち
〈
道
理
に
外
れ
て
い
る
・
筋
道
が
立
た
な
い
〉
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ

こ
か
ら
、〈
ど
う
し
よ
う
も
な
い
・
無
理
だ
・
困
る
・
つ
ら
い
〉
と
い
っ
た
困
惑

の
気
持
ち
、
ま
た
、〈
並
外
れ
て
ひ
ど
い
・
悪
い
〉、
反
対
に
〈
並
外
れ
て
す
ぐ
れ

て
い
る
・
す
ば
ら
し
い
・
美
し
い
〉
な
ど
の
程
度
の
は
な
は
だ
し
い
こ
と
を
表
す

 

文
脈
を
押
さ
え
ら
れ
た
か

 

注
を
踏
ま
え
て
登
場
人
物
の
状
況
を
押
さ
え
ら
れ
た
か
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用
法
が
生
じ
て
き
た
。

　

さ
て
、
傍
線
部
の
「
わ
り
な
し
」
の
意
味
だ
が
、
風
変
わ
り
な
格
好
を
し
て
「
わ0

り
あ
る

0

0

0

随
身
」
と
言
わ
れ
た
忠
恒
が
、
そ
の
理
由
を
知
っ
て
逃
げ
出
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、「
わ
り
あ
り
」
は
悪
い
意
味
、
反
対
の
「
わ
り
な
し
」
は
良
い
意
味
だ

と
推
測
で
き
る
。
よ
っ
て
、
武
正
の
身
な
り
に
対
し
て
は
〈
並
外
れ
て
す
ぐ
れ
て

い
る
〉
と
い
っ
た
プ
ラ
ス
の
意
味
が
ふ
さ
わ
し
く
、
傍
線
部
を
直
訳
す
る
と
〈「
す

ば
ら
し
い
武
者
の
様
子
だ
な
あ
」
と
言
い
合
っ
た
〉
と
な
る
。
解
答
に
あ
た
っ
て

は
、〈
人
々
が
（
武
正
の
様
子
を
）
ほ
め
た
〉
と
い
う
内
容
も
加
え
る
と
よ
い
。

　
（
ⅱ
）
傍
線
部
直
後
の
「
す
こ
し
も
似
給
は
ね
ば
…
…
わ
り

0

0

の
お
は
す
る

0

0

0

0

か
と

思
ひ
て
、
申
し
た
り
つ
る
な
り
（
＝
（
武
正
の
様
子
に
あ
な
た
は
）
少
し
も
似
て

い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
か
ら
…
…
わ
り

0

0

が
お
あ
り

0

0

0

な
の
か
と
思
っ
て
、
申
し
た
の

だ
っ
た
）」
を
も
と
に
考
え
、
解
答
を
ま
と
め
よ
う
。「
わ
り
な
し
」
と
い
う
す
ば

ら
し
い
様
子
の
武
正
に
対
し
て
、
忠
恒
が
正
反
対
の
様
子
だ
っ
た
の
で
、「
わ
り
」

が
「
あ
る
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。

問
四　

二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
通
し
て
、「
荒
」
の
意
味
を
考
え
よ
う
。

　
「
荒
」
は
一
般
に
、〈
荒
々
し
い
・
勢
い
が
激
し
い
・
乱
暴
だ
〉
な
ど
の
意
味
が

あ
る
が
、
所
司
の
場
合
は
暴
力
を
ふ
る
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
し
、「
荒
」
が

否
定
的
な
悪
い
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
様
子
で
も
な
い
。
最
初
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の

篤
昌
は
、
民
部
大
輔
五
位
と
い
う
身
分
を
誇
示
し
て
き
た
が
、
所
司
は
平
然
と
し

て
「
別
の
こ
と
候
は
ず
」
と
受
け
流
し
、
さ
ら
に
、
赤
鼻
の
こ
と
を
容
赦
な
く
指

摘
し
て
追
い
払
っ
て
し
ま
う
。
一
方
、
変
わ
り
者
の
忠
恒
に
対
し
て
は
、「
わ
り

あ
る
」
と
い
う
皮
肉
を
こ
め
た
言
葉
で
や
り
こ
め
て
退
散
さ
せ
て
い
る
。
ど
の
よ

 

人
物
の
行
動
や
発
言
か
ら
文
章
の
展
開
を
理
解
で
き
た
か

う
な
種
類
の
人
間
を
相
手
に
し
て
も
一
歩
も
引
か
ず
、
き
つ
い
言
葉
で
急
所
を
突

い
て
や
っ
つ
け
て
し
ま
う
―
―
そ
の
よ
う
な
所
司
の
強
力
な
弁
舌
に
、
人
々
は

〈
勇
猛
・
勇
ま
し
い
〉
と
い
っ
た
意
味
も
込
め
て
「
荒
所
司
」
と
あ
だ
名
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
「
荒
」
は
否
定
的
な
意
味
は
強
く
な
い
。

全
訳

　

こ
れ
も
今
と
な
っ
て
は
昔
の
話
で
、
民
部
大
輔
篤
昌
と
い
う
者
が
い
た
が
、
法

性
寺
殿
の
御
治
世
中
、
蔵
人
所
の
所
司
に
、
義
助
と
か
い
う
者
が
い
た
。
上
述
の

篤
昌
を
夫
役
に
召
集
し
た
が
、「
１
わ
し
は
、
そ
の
よ
う
な
夫
役
は
す
る
よ
う
な

身
分
で
も
な
い
」
と
言
っ
て
、
参
上
し
な
か
っ
た
の
で
、
所
司
が
、
小
舎
人
を
大

勢
つ
け
て
、
厳
し
く
せ
き
た
て
た
と
こ
ろ
、
参
上
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
ま

ず
、
所
司
に
「
申
し
た
い
こ
と
が
あ
る
」
と
声
を
か
け
た
の
で
、
出
て
対
面
し
た

と
こ
ろ
、
た
い
そ
う
腹
を
立
て
て
、「
こ
の
よ
う
な
夫
役
に
召
集
な
さ
る
と
は
、

ど
う
い
う
こ
と
か
。
ま
ず
こ
の
篤
昌
を
、
ど
の
よ
う
な
（
身
分
の
）
者
と
お
考
え

な
の
か
。
う
か
が
い
た
い
」
と
、
し
き
り
に
責
め
立
て
た
が
、（
所
司
は
）
し
ば

ら
く
は
も
の
も
言
わ
ず
に
座
っ
て
い
た
の
で
、
叱
っ
て
、「
口
を
き
か
れ
よ
。
ま

ず
、
２
（
こ
の
）
篤
昌
の
様
子
（
＝
篤
昌
が
ど
の
よ
う
な
身
分
の
者
と
お
考
え
な

の
か
）
を
う
か
が
い
た
い
」
と
、
ひ
ど
く
責
め
立
て
た
と
こ
ろ
、「
３
特
別
な
こ

と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
民
部
大
輔
五
位
で
、
鼻
が
赤
い
方
だ
と
存
じ
て
お
り
ま

す
」
と
言
っ
た
の
で
、（
篤
昌
は
）「
お
う
」
と
言
っ
て
逃
げ
て
し
ま
っ
た
。

　

ま
た
、
こ
の
所
司
が
座
っ
て
い
た
前
を
、
忠
恒
と
い
う
随
身
が
、
４
風
変
わ
り

な
格
好
で
悠
々
と
通
っ
た
の
を
見
て
、「
わ
り
あ
る

0

0

0

0

随
身
の
姿
だ
な
あ
」
と
こ
っ

そ
り
言
っ
た
の
を
、
耳
ざ
と
く
聞
き
つ
け
て
、
随
身
は
、
所
司
の
前
に
た
ち
戻
っ

て
、「
わ
り
あ
る

0

0

0

0

と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
か
」
と
問
い
た
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だ
し
た
と
こ
ろ
、「
わ
し
は
、
人
の
わ
り

0

0

の
あ
る
な
し
も
よ
く
知
ら
な
い
が
、
た
っ

た
今
、
武
正
府
生
が
通
ら
れ
た
の
を
、
こ
こ
の
人
々
が
、
５
『
す
ば
ら
し
い
武
者

の
様
子
だ
な
あ
』
と
言
い
合
っ
た
け
れ
ど
も
、（
武
正
の
様
子
に
あ
な
た
は
）
少

し
も
似
て
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
か
ら
、
そ
れ
で
は
も
し
か
し
た
ら
、
わ
り

0

0

が
お
あ

0

0

り0

な
の
か
と
思
っ
て
、
申
し
上
げ
た
の
だ
っ
た
」
と
言
っ
た
の
で
、
忠
恒
は
「
お

う
」
と
言
っ
て
逃
げ
て
し
ま
っ
た
。

　
（
人
々
は
）
こ
の
所
司
を
、「
６
荒
所
司
」
と
名
づ
け
た
と
か
い
う
話
で
あ
る
。

ま
と
め

・
指
示
内
容
な
ど
文
脈
か
ら
適
切
な
語
を
補
っ
て
解
釈
す
る

・
助
詞
・
助
動
詞
・
敬
語
な
ど
の
細
部
に
注
意
し
て
訳
す

・
文
脈
を
押
さ
え
る

・
注
を
踏
ま
え
て
登
場
人
物
の
状
況
を
押
さ
え
る

・
人
物
の
行
動
や
発
言
か
ら
文
章
の
展
開
を
理
解
す
る


