
【
問
題
】

【
一
】　

出
典
…
小
町
谷
朝
生
『
視
覚
の
文
化
』　

／　

オ
リ
ジ
ナ
ル
問
題

問
１	

あ
＝
分
岐　
　
　

い
＝
証
例　
　
　

う
＝
雌
雄　
　
　
　

え
＝
囁　
　
　

お
＝
様
相

問
２	

ハ　
　
　

問
３　

イ　
　
　

問
４　

ハ　
　
　

問
５　

不
可
避

問
６　

普
遍
的
な
視
覚
的
了
解
性
が
あ
る
〔
13
字
・
４
～
５
行
目
〕　　
　

問
７　

ニ

問
８	

脳
の
姿
勢
と
は
、
我
々
が
対
象
を
見
て
そ
こ
か
ら
ど
う
い
う
意
味
を
読
み
取
る
か
を
決
定
す
る
脳
の
機
能
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
各
人
が
帰
属
す
る

地
域
や
時
代
の
あ
り
方
と
関
わ
る
た
め
、
対
象
の
意
味
を
ど
う
読
み
取
る
か
と
い
う
視
文
化
性
の
、
地
域
や
時
代
に
お
け
る
相
違
を
も
生
み
出
す
も
の
で

あ
る
。〔
118
字
・
解
答
例
〕

問
１	

あ
ま
り
馴
染
み
の
な
い
語
も
あ
る
が
、
前
後
か
ら
十
分
類
推
で
き
る
は
ず
。
語
は
文
脈
の
中
で
意
味
を
な
す
も
の
な
の
だ
か
ら
、
漢
字
の
問
題
と
い
え

ど
も
、
前
後
の
文
脈
を
考
慮
す
る
こ
と
。

問
２	

「
た
だ
リ
ア
ル
と
い
う
言
葉
だ
け
を
通
し
て
考
え
て
し
ま
う
」
と
い
う
考
え
方
は
、「
そ
の
点
（
＝
「
彼
ら
と
我
々
と
は
リ
ア
ル
さ
が
違
っ
て
い
る
」〔
７

行
目
〕
と
い
う
点
）
を
無
視
し
て
」（
７
行
目
）
な
さ
れ
る
考
え
方
で
あ
る
。
例
え
ば
、
あ
る
国
で
描
か
れ
た
も
の
が
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
は
日
本
人
で

あ
る
我
々
の
目
に
は
装
飾
の
た
め
に
描
か
れ
た
も
の
に
見
え
る
が
、
そ
れ
が
描
か
れ
た
国
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
あ
る
宗
教
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
場

合
が
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
う
い
う
場
合
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
も
の
が
も
つ
「
リ
ア
ル
さ
」
に
は
大
き
な
へ
だ
た
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ

解
答

解
説



が
、
我
々
は
そ
の
点
を
あ
ま
り
自
覚
し
て
い
な
い
。「
リ
ア
ル
（
現
実
感
）」
と
い
う
も
の
は
、
時
や
場
所
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を

自
覚
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
と
に
「
絵
」
や
「
図
柄
」
は
、
多
く
の
場
合
、
見
る
と
何
の
形
で
あ
る
か
ぐ
ら
い
の
こ
と
は
わ
か
る
（
＝
「
普
遍
的
な

視
覚
的
了
解
性
が
あ
る
」〔
４
～
５
行
目
〕）
た
め
に
、
誰
も
が
見
て
も
同
じ
も
の
を
そ
こ
に
読
み
と
る
も
の
だ
と
思
い
が
ち
な
の
で
あ
る
。

　

イ
は
「
考
え
方
」「
リ
ア
ル
と
い
う
言
葉
の
も
つ
一
致
点
だ
け
で
割
り
き
っ
て
し
ま
う
」
が
ま
ず
い
。
口
は
「
捉
え
方
」
が
ま
ず
い
。「
捉
え
方
」
で
は

な
く
、「
リ
ア
ル
さ
」
そ
の
も
の
が
違
う
の
で
あ
る
。
ニ
は
「
普
遍
的
な
視
覚
的
了
解
性
」
が
ま
ず
い
。
絵
や
図
柄
に
は
「
も
と
も
と
普
遍
的
な
視
覚
的

了
解
性
が
あ
る
」（
４
～
５
行
目
）
の
だ
か
ら
、「
普
遍
的
な
視
覚
的
了
解
性
が
あ
る
と
考
え
て
し
ま
う
」
の
は
当
然
の
は
ず
。
問
題
は
、
絵
や
図
柄
に
「
普

遍
的
な
視
覚
的
了
解
性
」
が
あ
る
た
め
に
、
我
々
が
「
リ
ア
ル
さ
」
も
普
遍
的
な
も
の
だ
と
思
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
あ
る
の
だ
。
ホ
は
「
読
み
取
り
方
」

以
前
の
「
リ
ア
ル
さ
」
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
問
題
外
。

問
３	

あ
る
も
の
を
ど
う
見
る
か
（
＝
ど
う
い
う
意
味
の
も
の
と
し
て
読
む
か
）
に
は
社
会
的
な
規
制
力
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
自
分
の
自
由
意
志
で
見

て
い
る
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、「
見
る
こ
と
」
は
「
社
会
的
行
為
、
と
く
に
文
化
に
関
わ
り
を
も
つ
社
会
的
行
為
」（
17
～
18
行
目
）
で
あ
る
。
ど
う
見

る
か
に
は
文
化
の
あ
り
か
た
に
よ
る
「
型
」
が
あ
る
の
で
あ
り
、「
見
方
と
は
見
型
」（
14
行
目
）
な
の
で
あ
る
。

　

ロ
の
よ
う
に
「
見
る
と
い
う
行
為
は
規
制
力
と
し
て
の
見
方
が
あ
」
る
と
い
う
記
述
は
な
い
し
、
そ
の
見
方
が
「
あ
っ
て
こ
そ
」
と
い
う
因
果
関
係
も

な
い
。
ハ
は
「
見
る
こ
と
自
体
を
…
…
規
制
し
て
い
る
」
が
ま
ず
い
。
ニ
は
「
自
由
意
志
を
規
制
す
る
…
…
社
会
的
な
力
」
が
ま
ず
い
。「
自
由
意
志
を

規
制
す
る
」
の
で
は
な
く
、「
見
方
」
を
規
制
す
る
の
だ
。
ホ
は
「
個
人
の
見
方
は
…
…
限
ら
れ
て
く
る
」
は
本
文
の
記
述
と
ま
っ
た
く
ず
れ
て
い
る
。

問
４	

傍
線
部
の
直
前
に
は
、「
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
し
た
色
彩
の
な
か
に
あ
る
物
体
の
形
」（
34
行
目
）
の
例
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
を
読
む
限
り
に
お
い
て

は
、
ホ
の
「
取
り
除
い
た
う
え
で
」
と
い
う
解
釈
は
出
て
こ
な
い
。
そ
も
そ
も
、「
ま
ず
、
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
し
た
色
彩
を
取
り
除
い
て
、
見
た
い
も
の
だ

け
の
す
っ
き
り
と
し
た
形
に
し
て
お
い
て
、
そ
の
う
え
で
そ
の
見
た
い
も
の
を
見
よ
う
」
な
ど
と
い
う
こ
と
が
実
際
に
で
き
る
は
ず
も
な
い
。
こ
こ
は
、

〈
知
覚
し
て
い
る
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
し
た
色
彩
は
意
識
に
お
い
て
無
視
し
、
自
分
に
と
っ
て
必
要
な
も
の
だ
け
を
見
て
と
る
〉
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
。

　

傍
線
部
で
い
う
「
様
々
な
雑
音
」
と
は
比
喩
で
あ
っ
て
、「
雑
音
」
と
し
て
の
音
だ
け
を
い
う
の
で
は
な
い
か
ら
、
イ
は
ま
ず
い
。
そ
の
意
味
で
は
、「
色

彩
」
だ
け
に
限
定
し
て
い
る
ロ
も
ま
ず
い
。
ま
た
、
傍
線
部
に
は
、
ロ
の
よ
う
な
「
そ
の
社
会
で
の
認
め
ら
れ
た
表
現
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
い
う
意
味
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
の
点
で
ニ
も
同
様
に
不
適
。
ホ
は
前
述
の
通
り
「
取
り
除
く
」
が
不
適
。「
取
り
除
く
」
の
で
は
な
く
無
視
す
る



の
で
あ
る
。

問
５	

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
や
地
域
に
は
独
特
の
「
視
文
化
性
」
が
あ
る
。
あ
る
形
を
ど
う
い
う
意
味
の
も
の
と
し
て
見
る
か
と
い
う
、
そ
の
社
会
固
有
の
制
約

で
あ
る
。
考
古
学
や
美
術
史
で
取
り
あ
げ
ら
れ
る
作
品
は
そ
の
こ
と
を
具
体
的
に
表
し
て
い
る
。
だ
が
、
や
が
て
作
家
の
個
性
が
そ
う
し
た
見
方
の
社
会

性
・
集
団
性
に
反
逆
す
る
よ
う
に
な
る
と
、「
社
会
と
個
性
の
間
の
摩
擦
」
が
必
然
的
に
、
起
こ
る
べ
く
し
て
起
こ
る
こ
と
に
な
る
。
空
欄
の
後
で
、「
そ

れ
（
＝
社
会
と
個
性
の
間
の
摩
擦
）」
を
「
ど
う
に
も
埋
め
ら
れ
な
い
断
裂
で
あ
る
」（
53
～
54
行
目
）
と
説
明
し
て
い
る
こ
と
も
ヒ
ン
ト
。

問
６	

傍
線
部
は
「
造
形
言
語
と
い
わ
れ
る
形
や
色
彩
」（
57
行
目
）
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
コ
ー
ド
そ
の
も
の
の
性
格
が
弱
い
」
た
め
に
、「
か

な
り
理
解
で
き
る
」（
58
行
目
）
と
思
わ
れ
て
い
る
、
こ
れ
は
、
第
一
段
落
で
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
言
い
換
え
で
あ
り
、「
絵
の
よ
う
な
形
式
を
通
じ

て
の
表
現
」（
４
行
目
）
が
「
だ
れ
で
も
見
た
だ
け
で
多
少
の
見
当
は
つ
く
」（
５
行
目
）
と
思
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
と
す
る
な
ら
ば
、
傍

線
部
に
該
当
す
る
の
は
第
一
段
落
の
「
普
遍
的
な
視
覚
的
了
解
性
」（
４
～
５
行
目
）
が
、
字
数
の
面
か
ら
も
妥
当
で
あ
る
。
早
大
は
学
部
を
問
わ
ず
文

章
の
「
構
造
」
を
根
拠
に
解
答
を
求
め
さ
せ
る
設
問
も
多
い
の
で
、
そ
の
最
終
確
認
の
意
も
こ
め
て
こ
の
設
問
を
用
意
し
た
。

問
７	

我
々
が
対
象
を
「
見
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
そ
の
も
の
が
眼
に
映
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
こ
に
「
何
を
見
て
い
る
か
」（
62
行
目
）

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
何
を
見
る
か
」
に
は
地
域
・
時
代
に
よ
る
違
い
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
「
視
文
化
性
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
「
視
文
化
性
」

は
、「
見
方
と
は
見
型
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
」（
14
行
目
）
と
記
述
さ
れ
た
「
見
型
」
の
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
「
見
型
」
は
「
日
常
生

活
全
体
」
に
及
ん
で
い
る
。

　

こ
れ
は
、
イ
の
よ
う
な
「
同
一
性
」
で
は
な
い
。
す
べ
て
が
同
じ
意
味
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
だ
。
ま
た
、
も
し
「
同
一

性
」
を
入
れ
る
な
ら
ば
、「
し
か
し
、
そ
れ
（
＝
見
方
の
同
一
性
）
に
よ
っ
て
個
々
の
視
文
化
が
豊
か
な
変
化
を
も
っ
て
成
立
し
て
き
た
」（
64
～
65
行
目
）

に
続
か
な
く
な
る
。
ま
た
、「
集
団
」
が
こ
こ
で
問
題
と
な
る
必
然
性
は
な
い
た
め
、
ロ
の
「
集
団
性
」
も
ま
ず
い
。
ハ
の
「
文
化
性
」
で
は
全
く
意
味

が
通
ら
な
い
。
ホ
の
「
客
観
性
」
も
「
視
文
化
性
」
と
は
関
係
が
な
い
。

問
８	

「
脳
の
姿
勢
」
に
関
し
て
は
、
42
～
45
行
目
の
「
自
分
た
ち
の
理
解
で
き
る
も
の
だ
け
が
…
…
は
っ
き
り
分
け
て
受
け
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
い
う



記
述
が
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
さ
ら
に
は
、
61
～
63
行
目
の
「
現
実
が
眼
に
ど
う
映
っ
て
い
る
か
の
違
い
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
何
を
見
て
い
る
か
の

違
い
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
脳
が
ど
ん
な
濾
過
器
を
も
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
よ
る
違
い
で
あ
る
」
が
よ
り
明
瞭
に
「
脳
の
姿
勢
」
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
記
述
を
参
考
に
す
れ
ば
、「
脳
の
姿
勢
」
と
は
「
あ
る
対
象
を
目
に
し
た
と
き
に
、
何
を
受
け
入
れ
、
何
を
捨
て
る
か
と
い
う
、
濾
過
器
と
し

て
の
脳
の
機
能
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
あ
る
も
の
だ
け
を
受
け
入
れ
る
（
＝
意
味
と
し
て
読
み
と
る
）
か
ら
脳
の
「
姿
勢
」
と
い
え
る
の
だ
。

　

次
に
述
べ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、「
脳
の
姿
勢
」
と
設
問
条
件
で
あ
る
「
視
文
化
性
」
と
の
連
関
で
あ
る
。
そ
れ
は
20
行
目
冒
頭
の
記
述
が
参
考

に
な
ろ
う
。
そ
う
、「
視
文
化
性
」
は
「
脳
の
姿
勢
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
」（
20
行
目
）
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
い
う
と
、「
脳
の
姿
勢
」
が
「
地
域
、

時
代
」
の
あ
り
か
た
と
結
び
つ
い
て
い
る
た
め
に
、「
視
文
化
（
性
）」
も
ま
た
「
地
域
、
時
代
に
よ
っ
て
異
な
」（
20
行
目
）
る
も
の
に
な
る
、
と
い
う

こ
と
だ
。
解
答
の
要
素
と
し
て
、
①
「
脳
の
姿
勢
」
が
視
覚
と
ど
う
結
び
つ
い
て
い
る
か
（
そ
れ
が
「
脳
の
姿
勢
」
の
説
明
と
な
る
）、
②
「
視
文
化
」

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
③
「
脳
の
姿
勢
」
と
「
視
文
化
」
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
を
有
し
て
い
る
の
か
、
の
三
点
が
必
要
で
あ
る
。

　

な
お
、「
脳
の
姿
勢
」
を
「
社
会
的
規
制
力
と
な
る
」
と
い
う
方
向
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
、「
視
文
化
性
」
と
の
連
関
を
記
述
で
き
な
く
な
る
。
視

覚
作
用
の
点
に
限
定
し
て
説
明
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、「
濾
過
器
」
は
比
喩
表
現
な
の
で
解
答
に
は
そ
の
ま
ま
使
わ
ず
、
説
明
を
加
え
る
か
一
般
的
に

了
解
可
能
な
言
語
に
置
き
換
え
る
べ
き
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
字
数
が
多
い
の
で
無
理
に
一
文
で
記
述
す
る
必
要
は
な
く
、
二
～
三
文
で
記
述
し
て
も
構

わ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
記
述
問
題
は
、
先
ず
説
明
す
べ
き
要
素
を
き
ち
ん
と
析
出
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、
そ
の
前
提
は
も
ち
ろ
ん
、
正
確
な
本
文
読
解
で
あ

る
。
字
数
の
多
さ
に
恐
れ
る
こ
と
な
く
、
本
文
と
真
摯
な
姿
勢
で
対
峙
す
れ
ば
、
自
ず
と
解
答
作
成
の
方
向
は
見
え
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

【
配
点
の
目
安
】　

50
点　

問
１　

各
３
点
×
5
＝
15
点　

問
２　

4
点　

問
３　

4
点　

問
４　

５
点　

問
５　

４
点　

問
６　

４
点　

問
７　

4
点　

問
８

　

10
点

問
８

〈
ア
脳
の
姿
勢
と
は
、
我
々
が
対
象
を
見
て
そ
こ
か
ら
ど
う
い
う
意
味
を
読
み
取
る
か
を
決
定
す
る
脳
の
機
能
の
こ
と
で
あ
り
、
イ
そ
れ
は
各
人
が
帰
属
す
る

地
域
や
時
代
の
あ
り
方
と
関
わ
る
た
め
、
ウ
対
象
の
意
味
を
ど
う
読
み
取
る
か
と
い
う
視
文
化
性
の
、
エ
地
域
や
時
代
に
お
け
る
相
違
を
も
生
み
出
す
も
の

で
あ
る
。〉
…
10
点



　

※
ア
４
点
、
イ
・
ウ
・
エ
各
２
点



【
二
】　

出
典
…
『
源
氏
物
語
』「
橋
姫
」　

／　

オ
リ
ジ
ナ
ル
問
題

現
代
語
訳

　

秋
の
末
の
こ
ろ
、（
八
の
宮
は
、
い
つ
も
）
四
季
ご
と
に
（
習
わ
し
と
し
て
）
お
催
し
に
な
る
御
念
仏
（
の
お
勤
め
）
を
（
な
さ
る
の
に
）、
こ
の
（
宇
治
）

川
の
ほ
と
り
は
、
網
代
（
に
寄
せ
る
）
波
（
の
音
）
も
、
こ
の
ご
ろ
で
は
い
っ
そ
う
耳
や
か
ま
し
く
落
ち
着
か
な
い
か
ら
、
と
い
う
の
で
、
例
の
阿
闍
梨
の
住

む
山
寺
の
お
堂
に
（
籠
る
た
め
に
）
お
移
り
に
な
っ
て
、
七
日
の
あ
い
だ
勤
行
を
な
さ
る
。
姫
君
た
ち
（
お
二
人
）
は
、
た
い
そ
う
心
細
く
所
在
な
さ
も
つ
の
っ

て
、
物
思
い
に
沈
ん
で
（
日
々
を
過
ご
し
て
）
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
（
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
）
こ
ろ
、
薫
の
中
将
さ
ま
は
、「
長
い
こ
と
（
八
の
宮
さ
ま
の
も
と
に
）

参
上
し
な
い
こ
と
だ
」
と
お
思
い
出
し
申
し
上
げ
な
さ
っ
た
の
に
ま
か
せ
て
、
有
明
の
月
が
、
ま
だ
夜
更
け
に
（
や
っ
と
）
差
し
昇
る
こ
ろ
に
（
都
の
お
屋
敷

を
）
出
発
し
て
、
ご
く
こ
っ
そ
り
と
、
お
供
に
（
連
れ
る
）
人
数
も
少
な
く
し
て
、
目
立
た
な
い
身
な
り
で
お
い
で
に
な
っ
た
。（
八
の
宮
の
お
住
ま
い
は
、

宇
治
）
川
の
こ
ち
ら
が
わ
な
の
で
、
船
な
ど
（
に
乗
る
）
煩
わ
し
さ
も
な
く
て
、（
お
出
掛
け
は
）
御
馬
で
（
の
こ
と
）
で
あ
っ
た
。（
山
道
に
）
だ
ん
だ
ん
と

入
っ
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
、
一
面
に
霧
が
た
ち
こ
め
て
、
道
も
見
え
な
い
ほ
ど
の
茂
っ
て
い
る
木
々
の
中
を
お
分
け
入
り
に
な
る
と
、
ひ
ど
く
荒
々
し
い
風
の
吹

き
競
う
（
勢
い
の
た
め
）
に
、
ぽ
ろ
ぽ
ろ
と
盛
ん
に
こ
ぼ
れ
る
木
の
葉
の
露
が
（
お
体
に
）
散
り
か
か
る
の
も
、
た
い
そ
う
冷
た
く
て
、
自
ら
求
め
て
出
か
け

た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
ず
い
ぶ
ん
濡
れ
て
お
し
ま
い
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
（
お
忍
び
の
）
お
出
掛
け
な
ど
も
、
ほ
と
ん
ど
し
慣
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い

（
薫
の
中
将
の
）
気
持
ち
に
は
、
心
細
く
も
ま
た
興
趣
深
い
こ
と
に
も
感
じ
な
い
で
は
い
ら
っ
し
ゃ
れ
な
か
っ
た
。（
そ
こ
で
一
首
、）

山
お
ろ
し
に
…
…
山
か
ら
吹
き
お
ろ
す
強
い
風
に
堪
え
き
れ
ず
に
散
り
落
ち
る
木
の
葉
の
露
よ
り
も
、（
さ
ら
に
）
む
や
み
に
も
ろ
く
も
こ
ぼ
れ
る
私
の

涙
で
あ
る
こ
と
よ

　
（
中
将
さ
ま
は
）
山
里
に
住
む
者
が
目
を
覚
ま
（
し
て
騒
ぐ
）
の
も
煩
わ
し
い
と
（
思
っ
）
て
、
随
身
の
（
先
払
い
の
）
声
も
お
さ
せ
に
な
ら
な
い
。
柴
を

編
ん
だ
（
粗
末
な
庶
民
の
家
の
）
垣
根
（
の
あ
い
だ
の
道
）
を
分
け
入
り
な
が
ら
、
ど
こ
と
も
は
っ
き
り
し
な
い
（
さ
さ
や
か
な
）
水
の
流
れ
流
れ
を
踏
み
な

が
ら
歩
む
馬
の
足
音
も
、
や
は
り
立
て
な
い
よ
う
に
と
、
気
を
お
配
り
に
な
っ
た
の
だ
が
、（
薫
君
の
お
体
か
ら
自
然
に
発
せ
ら
れ
る
）
隠
し
よ
う
も
な
い
御

香
り
だ
け
は
、
風
に
運
ば
れ
て
、
ど
な
た
の
香
り
だ
ろ
う
か
と
目
を
覚
ま
す
家
々
も
あ
っ
た
こ
と
だ
。

問
１	

Ａ
＝
川
の
水
音
が
高
く
な
っ
て
念
仏
に
集
中
で
き
な
い
か
ら
。〔
22
字
・
解
答
例
〕

解
答



　
　
　

Ｈ
＝
付
近
の
庶
民
が
薫
の
来
訪
に
気
付
い
て
騒
ぐ
と
煩
わ
し
い
か
ら
。〔
25
字
・
解
答
例
〕

問
２	

Ｂ
＝
中
将
の
君　
　
　

Ｉ
＝
中
将
の
君

問
３	
Ｃ
＝
目
立
た
な
い
姿
で
お
い
で
に
な
っ
た
〔
14
字
・
解
答
例
〕

　
　
　

Ｅ
＝
自
ら
求
め
て
出
か
け
た
の
で
は
あ
る
が
〔
15
字
・
解
答
例
〕

　
　
　

Ｆ
＝
ほ
と
ん
ど
慣
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
〔
15
字
・
解
答
例
〕

問
４

品
詞
名

名　

詞

助　

詞

助
動
詞

助
動
詞

設
問
語
句

御　

馬

に　

て

な　

り

け　

り

問
５	

３

問
６	

（
陰
暦
）　

九
（
月
）
下
（
旬
）　　
〔「
長
」
月
～
…
別
解
例
〕

問
１	

Ａ　

理
由
説
明
は
、《
已
然
形
＋
「
ば
」》
の
形
で
表
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。《
順
接
確
定
条
件
》
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
《
連
体
形
＋
「
を
・

に
」》
の
形
も
あ
る
し
、
ま
た
「
～
と
て
」
と
い
う
引
用
句
が
続
く
行
為
の
も
と
に
な
る
心
情
や
思
惟
を
示
す
場
合
は
、
そ
れ
が
実
質
的
に
根
拠
と
な
る

こ
と
も
多
い
。
こ
こ
で
は
、
１
～
２
行
目
に
「
こ
の
河
面
は
、
網
代
の
波
も
、
こ
の
こ
ろ
は
い
と
ど
耳
か
し
が
ま
し
く
静
か
な
ら
ぬ
を
、
と
て
」
と
あ
る

の
が
、
ま
さ
に
こ
の
パ
タ
ー
ン
に
相
当
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
を
「
～
か
ら
。」
と
い
う
文
末
も
含
め
て
二
十
五
字
以
内
に
ま
と
め
て
や
れ
ば
よ
い
わ

け
だ
。
た
だ
し
、
単
に
「
う
る
さ
い
か
ら
」
な
ど
と
し
て
は
、
傍
線
部
を
含
む
節
が
「
寺
の
堂
に
」
と
い
う
修
飾
語
を
伴
う
こ
と
に
対
す
る
配
慮
が
不
足

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
問
題
文
に
先
立
つ
説
明
文
に
も
「
八
宮
は
…
…
仏
事
に
専
念
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
、
か
つ
問
題
文
冒
頭
で
「
四

季
に
あ
て
て
し
給
ふ
御
念
仏
を
」
と
あ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、「
う
る
さ
い
」
の
は
「
念
仏
の
邪
魔
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
が
寺
に
籠
も
る
こ

解
説



と
の
直
接
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
答
案
の
中
心
す
な
わ
ち
後
半
に
は
「
念
仏
」
あ
る
い
は
「
勤
行
」
な
ど
の
表
現
を
盛
り
込

む
必
要
が
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
残
り
の
字
数
を
使
っ
て
問
題
文
に
示
さ
れ
た
「
う
る
さ
さ
」
を
具
体
化
し
て
お
け
ば
万
全
で
あ
る
。

　

Ｈ　

前
問
と
同
様
に
、
ま
ず
は
傍
線
部
以
前
の
「
山
が
つ
の
お
ど
ろ
く
も
う
る
さ
し
と
て
」
に
注
目
す
る
。
逐
語
訳
す
れ
ば
「
山
住
ま
い
の
庶
民
が
目

を
覚
ま
す
の
も
煩
わ
し
い
と
思
っ
て
」
程
度
と
な
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
も
ま
た
前
問
と
同
様
に
、
眠
っ
て
い
た
他
人
が
目
を
覚
ま
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、

そ
れ
だ
け
で
は
薫
に
と
っ
て
別
に
厄
介
な
こ
と
で
は
な
い
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
に
注
意
。
つ
ま
り
こ
こ
で
も
因
果
関
係
の
上
で
厳
密
に
言
え
ば
途
中
が
省

略
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
の
説
明
を
要
求
し
て
い
る
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
付
近
の
庶
民
と
薫
の
立
場
と
を
つ
な
ぐ
事
項
を
考
え
る
と
、
そ
も
そ

も
こ
の
場
面
で
の
薫
は
４
行
目
傍
線
部
Ｃ
に
見
ら
れ
る
と
お
り
「
や
つ
れ
て
」
す
な
わ
ち
服
装
も
目
立
た
な
く
し
て
お
忍
び
で
こ
こ
ま
で
来
て
い
る
。

「
せ
っ
か
く
眠
っ
て
い
る
人
々
を
起
こ
す
の
は
気
の
毒
だ
」
と
い
う
心
情
も
な
く
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
実
際
に
示
さ
れ
た
語
が
「
う
る
さ
し
」
と
薫
の
側

の
迷
惑
な
気
持
ち
を
示
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、「
目
立
ち
た
く
な
い
」
あ
る
い
は
「
騒
が
れ
た
く
な
い
」
と
い
う
心
情
を
中
心
に
据
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
に
な
る
。

問
２	

Ｂ　

傍
線
部
に
は
謙
譲
語
と
尊
敬
語
が
両
方
と
も
含
ま
れ
て
《
二
方
面
敬
語
》
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
敬
語
を
頼
り
に
主
語
を
特
定
し
よ
う
と
し
て
も

う
ま
く
い
か
な
い
は
ず
だ
。
こ
の
よ
う
な
と
き
は
、
い
っ
た
ん
敬
意
を
度
外
視
し
て
、
具
体
的
な
行
動
で
考
え
る
と
わ
か
り
や
す
い
。
す
ぐ
前
（
３
行
目
）

に
「
中
将
の
君
」
が
格
助
詞
を
伴
わ
な
い
体
言
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
後
続
の
用
言
に
対
し
て
主
語
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
そ

の
ま
ま
傍
線
部
Ｂ
の
主
語
と
し
て
「
中
将
の
君
は
、『
長
い
こ
と
〈
行
っ
て
〉
い
な
い
な
』
と
思
い
出
し
て
」
と
解
釈
し
て
も
こ
の
問
題
で
は
そ
れ
で
よ
か
っ

た
わ
け
だ
が
、
念
の
た
め
に
次
の
点
に
注
意
さ
れ
た
い
。
す
な
わ
ち
、「
中
将
の
君
」
が
す
ぐ
後
に
あ
る
「
久
し
く
ま
ゐ
ら
ぬ
か
な
」
の
主
語
と
な
っ
て

い
る
可
能
性
も
あ
る
し
、
ま
た
傍
線
部
Ｂ
の
客
語
（
＝
直
接
目
的
語
）
と
し
て
も
解
釈
で
き
る
の
だ
。
だ
と
す
る
と
、「『
中
将
の
君
は
長
い
こ
と
〈
来
て
〉

い
な
い
な
』
と
思
い
出
し
て
」
あ
る
い
は
「
中
将
の
君
の
こ
と
を
『
長
い
こ
と
〈
来
て
〉
い
な
い
な
』
と
思
い
出
し
て
」
と
な
っ
て
、
２
行
目
に
あ
る
「
姫

君
た
ち
は
」
を
主
語
と
す
る
こ
と
も
で
き
そ
う
な
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
解
釈
の
決
め
手
に
な
る
の
は
、
実
は
傍
線
部
直
後
の
「
ま
ま
に
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
～
に
ま
か
せ
て
」「
～
し
た
勢
い
で
」
と
い
っ

た
意
を
示
す
表
現
な
の
で
、
そ
の
後
に
続
く
表
現
と
主
語
が
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、「
馬
に
乗
っ
て
出
か
け
る
人
物
」
す
な
わ
ち
「
中

将
の
君
」
を
主
語
と
す
る
の
が
妥
当
だ
と
考
え
る
べ
き
な
の
だ
。

　

Ｉ　
「
用
意
す
」
は
、
現
代
語
だ
と
も
っ
ぱ
ら
何
か
を
待
ち
受
け
る
よ
う
な
と
き
に
用
い
ら
れ
る
が
、
本
来
は
文
字
ど
お
り
「
意
を
用
い
る
」
す
な
わ



ち
「
気
を
付
け
る
」「
注
意
す
る
」
と
い
う
の
が
原
義
で
あ
る
。
と
す
る
と
こ
こ
で
は
直
前
の
「
ふ
み
し
だ
く
駒
の
足
音
も
、
な
ほ
忍
び
て
と
」
と
考
え

た
人
物
が
主
語
で
あ
り
、
右
の
設
問
で
も
見
た
と
お
り
、
馬
上
の
人
物
で
敬
意
の
対
象
と
な
る
「
中
将
の
君
」
を
採
る
し
か
な
い
。

問
３	
Ｃ　

動
詞
「
や
つ
る
」
は
「
身
な
り
・
見
た
目
が
目
立
た
な
く
な
る
」
意
を
示
す
自
動
詞
だ
が
、
こ
こ
で
は
自
然
に
そ
う
な
っ
て
し
ま
う
必
然
性
が
示

さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
文
脈
上
「
や
つ
す
」
す
な
わ
ち
他
動
詞
の
意
味
で
解
釈
し
て
か
ま
わ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
代
語
の
「
病
気
や
疲
れ
で
外
見

が
衰
え
た
様
子
に
な
る
」
と
い
っ
た
意
味
に
取
ら
れ
な
い
よ
う
に
訳
出
す
る
こ
と
に
注
意
す
る
。
あ
と
は
、
尊
敬
語
「
お
は
す
」
を
き
ち
ん
と
尊
敬
表
現

で
訳
出
す
る
こ
と
。（「
お
は
す
」
に
は
「
あ
り
・
を
り
」「
行
く
・
来
」
と
い
っ
た
二
系
統
の
常
態
語
が
対
応
す
る
が
、
現
代
語
で
も
こ
の
二
系
統
の
動

詞
は
尊
敬
語
で
は
同
一
語
で
表
現
で
き
る
の
で
、
一
般
に
は
ど
ち
ら
も
「
い
ら
っ
し
ゃ
る
」「
お
い
で
に
な
る
」
な
ど
と
す
れ
ば
よ
い
。）
さ
ら
に
、
助
動

詞
「
け
り
」
は
物
語
の
地
の
文
に
あ
る
の
で
、《
過
去
》
で
訳
す
の
も
忘
れ
な
い
こ
と
だ
。

　

Ｅ　

こ
れ
は
慣
用
句
で
あ
る
。「
人
や
り
」
は
「
他
人
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
る
こ
と
」
の
意
の
連
語
だ
が
、
通
常
は
否
定
的
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
。「
人

や
り
な
ら
ず
」
が
そ
の
最
も
直
接
的
な
表
現
で
、「
他
人
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
た
こ
と
で
は
な
く
」
す
な
わ
ち
「
自
分
の
意
志
で
お
こ
な
っ
て
」「
自
分
か

ら
進
ん
で
お
こ
な
っ
た
こ
と
と
は
い
え
」
の
意
味
で
使
わ
れ
る
。
慣
用
句
は
品
詞
分
解
し
て
も
正
解
は
得
ら
れ
な
い
。
こ
れ
か
ら
の
時
間
で
も
、
せ
め
て

見
た
も
の
は
す
べ
て
憶
え
て
ゆ
こ
う
。

　

Ｆ　
「
を
さ
を
さ
」
が
《
打
消
》
と
呼
応
す
る
《
陳
述
の
副
詞
》
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
か
を
見
る
設
問
。
こ
れ
は
「
ほ
と
ん
ど
～
な
い
」
と

い
う
部
分
否
定
を
示
す
表
現
で
、「
さ
ら
に
・
つ
ゆ
～
《
打
消
》（
＝
ま
っ
た
く
・
け
っ
し
て
・
す
こ
し
も
～
な
い
）」
の
全
否
定
強
調
よ
り
は
弱
い
が
、「
い

と
～
《
打
消
》（
＝
あ
ま
り
・
そ
れ
ほ
ど
～
な
い
）」
の
部
分
否
定
よ
り
は
か
な
り
強
い
。
加
え
て
、
動
詞
「
な
ら
ふ
」
が
「
慣
れ
て
い
る
」
の
意
味
で
あ

る
こ
と
も
答
案
に
表
現
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
尊
敬
語
「
お
～
に
な
る
」
の
訳
し
方
が
明
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
採
点
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。

問
４	

ポ
イ
ン
ト
は
、「
に
て
」
を
分
割
し
な
い
こ
と
と
、「
な
り
」
の
識
別
と
の
二
点
で
あ
る
。
ま
ず
「
に
て
」
は
、「
に
＋
て
」
と
し
や
す
い
が
、
仮
に
そ

う
だ
と
し
て
も
、
こ
こ
で
は
直
前
に
体
言
が
あ
る
こ
と
か
ら
「
に
」
が
《
格
助
詞
》
で
あ
る
こ
と
は
動
か
ず
、「
て
」
つ
ま
り
《
接
続
助
詞
》（
＝
連
用
形

接
続
）
は
続
き
よ
う
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
に
て
」
を
一
語
の
《
格
助
詞
》（
現
代
語
の
「
で
」
に
相
当
）
と
見
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
「
な
り
」

だ
が
、
こ
れ
を
《
動
詞
》「
成
る
」
と
と
っ
て
し
ま
う
と
「
～
と
」
と
い
っ
た
補
語
が
補
充
で
き
る
は
ず
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
要
素
が
文
脈
的
に
見
あ
た

ら
な
い
。（「
馬
に
成
る
」
で
は
お
か
し
い
し
、
そ
も
そ
も
「
馬
に
て
」
と
い
っ
て
し
ま
う
と
「
成
る
」
こ
と
は
で
き
な
い
。）「
鳴
る
」「
生
る
」
な
ど
と



し
て
も
意
味
が
通
じ
な
い
の
は
同
じ
だ
し
、「
慣
る
」
で
は
下
二
段
活
用
だ
か
ら
《
過
去
》
の
助
動
詞
「
け
り
」
に
接
続
す
る
連
用
形
は
「
な
れ
」
と
な
っ

て
い
る
は
ず
だ
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
動
詞
で
は
な
い
。
助
動
詞
の
「
な
り
」
に
は
《
終
止
形
（
ラ
変
型
連
体
形
）
接
続
》
の
《
推
定
・
伝
聞
》
が
あ
る

が
、
接
続
が
違
う
。
残
り
は
《
断
定
》
の
「
な
り
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
連
体
形
接
続
」
と
覚
え
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
と
厄
介
だ
が
、
実
は
《
断
定
》

の
「
な
り
」
は
本
来
《
体
言
（
・
準
体
言
）
接
続
》
で
あ
る
。「
連
体
形
」
は
《
準
体
言
》
の
代
表
に
過
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
は
「
御
馬
に
て
」
全
体
が
「
御

馬
で
（
の
こ
と
）」
と
の
意
味
で
《
準
体
言
》
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。

問
５	

和
歌
の
一
部
だ
か
ら
音
節
数
が
決
ま
り
、
空
欄
部
に
は
三
音
節
（
母
音
三
個
分
）
の
語
が
入
る
。
と
こ
ろ
が
選
択
肢
は
、
１
「
す
く
せ
」、
２
「
い
の
ち
」、

３
「
な
み
だ
」、
４
「
し
づ
く
」、
５
「
た
も
と
」
と
全
て
三
音
節
の
語
で
、
こ
れ
で
は
絞
れ
な
い
。
や
は
り
意
味
で
考
え
る
他
は
な
い
。
こ
こ
で
、
和
歌

の
中
の
語
を
吟
味
し
て
い
く
と
、
格
助
詞
「
よ
り
」
に
よ
っ
て
空
欄
部
と
比
較
・
対
比
さ
れ
る
の
が
「
露
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
露
」
は
「
は
か

な
い
も
の
」
の
た
と
え
と
し
て
「
命
」
に
も
関
係
の
深
い
語
だ
が
、
そ
の
ま
え
に
水
滴
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
涙
」「
雫
」
と
の
関
連
も
捨
て
ら
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
と
き
に
重
要
な
の
が
、「
物
語
・
日
記
文
中
の
和
歌
は
、
そ
の
成
立
の
事
情
を
『
詞
書
き
』
と
し
て
前
に
持
っ
て
い
る
は
ず
だ
」
と
い
う
常

識
で
あ
る
。
実
際
に
こ
の
文
章
で
も
、
歌
の
直
前
に
詠
み
手
で
あ
る
薫
の
心
情
が
「
心
細
く
を
か
し
く
お
ぼ
さ
れ
け
り
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
心
情
に
鑑
み
て
、「
涙
」
が
も
っ
と
も
相
応
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、「
袂
」
は
「
袖
」
に
近
く
、「
袂
（
＝
袖
）
を
濡
ら
す
」
な
ど
の
表

現
で
「
涙
」
を
暗
示
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
空
欄
部
の
前
の
修
飾
語
が
「
も
ろ
き
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
採
れ
な
い
。

問
６	

ま
ず
、
文
章
冒
頭
に
「
秋
の
末
つ
方
」
と
あ
る
。
陰
暦
に
お
い
て
は
、
年
頭
の
正
月
か
ら
三
ヶ
月
ご
と
を
四
季
と
見
る
の
で
、「
秋
の
終
わ
り
」
は
「
九

月
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
長
月
」
も
い
ち
お
う
は
許
容
解
と
し
た
が
、
こ
れ
は
そ
も
そ
も
「
陰
暦
」
の
表
現
な
の
で
、「
陰
暦
長
月
」
で
は
「
陰
暦
陰

暦
九
月
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
ど
い
。「
九
月
」
で
十
分
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
３
～
４
行
目
の
「
有
り
明
け
の
月
」
か
ら
「
下
旬
」
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
陰
暦
で
は
日
付
と
月
齢
が
連
動
す
る
の
で
、
対
応
関
係
を
整
理
し
て
お
く
こ
と
。「
有
明
」
の
対
義
語
の
「
上
旬
の
月
」
は
「
夕ゆ
ふ

月づ
く

夜よ

」
で
あ
る
。

【
配
点
の
目
安
】　

50
点　

問
１　

各
６
点
×
２
＝
12
点　

問
２　

各
４
点
×
２
＝
８
点　

問
３　

各
６
点
×
３
＝
18
点　

問
４　

４
点　

問
５　

４
点　

問
６

　

４
点
（
完
答
）



問
１

Ａ
〈
ア
川
の
水
音
が
高
く
な
っ
て
イ
念
仏
に
集
中
で
き
な
い
か
ら
。〉
…
６
点

　

※
ア
・
イ
各
３
点

Ｂ
〈
ア
付
近
の
庶
民
が
薫
の
来
訪
に
気
付
い
て
イ
騒
ぐ
と
煩
わ
し
い
か
ら
。〉
…
６
点

　

※
ア
・
イ
各
３
点

問
３

Ｃ
〈
ア
目
立
た
な
い
姿
で
イ
お
い
で
に
な
っ
た
〉
…
６
点

　

※
ア
・
イ
各
３
点

Ｅ
〈
ア
自
ら
求
め
て
イ
出
か
け
た
の
で
は
あ
る
が
〉
…
６
点

　

※
ア
・
イ
各
３
点

Ｆ
〈
ア
ほ
と
ん
ど
イ
慣
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
ら
ア
な
い
〉
…
６
点

　

※
ア
・
イ
各
３
点

　

＊
ア
は
、「
ほ
と
ん
ど
～
な
い
」
の
部
分
否
定
を
訳
出
で
き
て
可



【
問
題
】

【
一
】　

出
典
…
中
村
良
夫
『
風
景
学
入
門
』　

／　

オ
リ
ジ
ナ
ル
問
題

問
１　

ロ　
　
　

問
２　

Ⅰ
＝
ニ　
　

Ⅱ
＝
ロ　
　

Ⅲ
＝
ホ　
　

Ⅳ
＝
ロ

問
３	

環
境
調
和
願
望
〔
42
行
目
〕　　
　

問
４　

ハ

問
５	

生
命
の
不
安
～
つ
い
て
い
た
〔
41
～
42
行
目
〕　　
　

問
６　

ニ

問
７	

１
＝
惑
星　
　

２
＝
曖
昧　
　

３
＝
飢
餓

　

本
文
は
、
環
境
問
題
と
い
う
と
公
害
問
題
を
の
み
中
心
に
論
議
さ
れ
、
景
観
問
題
が
置
き
去
り
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
美
し
い
国
土
の
景
観
が
容

赦
な
く
悪
化
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
、
明
日
の
生
活
環
境
を
考
え
る
た
め
に
、
風
景
へ
の
愛
着
を
培
う
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
中
国
の
古
代
か
ら
根

強
く
人
々
に
信
じ
ら
れ
て
き
た
五
行
の
説
と
、
調
和
願
望
の
考
え
を
も
と
に
、
古
代
の
景
観
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
人
々
に
と
っ
て
、
風
景
は
ど

の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
か
、
そ
れ
を
現
代
の
問
題
の
中
に
す
え
た
時
、
風
景
を
ど
の
よ
う
に
考
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
景
観
問
題

を
論
じ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
五
行
の
説
と
は
何
か
を
明
確
に
つ
か
む
こ
と
が
大
切
だ
。「
五
行
と
は
、
要
す
る
に
、
環
境
構
成
材
料
の
相
貌
的
知
覚
が
生
み
出
し
た
相
克
と
相
生

の
切
実
な
神
話
で
あ
る
」（
55
行
目
）
と
い
う
説
明
に
、
そ
れ
は
尽
き
る
。
我
々
が
、
世
界
を
見
渡
し
た
時
、
そ
れ
も
自
然
科
学
の
成
果
に
よ
る
目
で
は
な
く
、

世
界
を
構
成
し
て
い
る
も
の
を
生
活
人
の
目
で
眺
め
た
時
、
古
代
中
国
人
の
五
行
と
さ
し
て
変
わ
ら
ぬ
、
木
・
火
・
土
・
金
・
水
と
い
う
五
つ
の
要
素
を
抽
出

す
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
「
環
境
構
成
材
料
の
相
貌
的
知
覚
が
生
み
出
し
た
」
も
の
の
意
味
で
あ
る
。

解
答

解
説



　

一
方
、
古
代
人
に
と
っ
て
、「
空
間
恐
怖
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
生
命
の
不
安
に
根
ざ
し
た
、
大
地
に
対
す
る
恐
怖
で
あ
る
。
人
間
は
自
然
条
件
の
許
す

限
り
で
し
か
生
存
は
保
証
さ
れ
な
い
。
五
行
は
、
し
か
し
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
も
の
で
、
相
生
と
相
克
が
あ
っ
て
、
そ
の
調
和
が
切
実
に
望
ま
れ
る
。
風
水
思

想
が
そ
こ
に
芽
生
え
る
。
五
行
の
力
関
係
を
利
用
し
て
生
命
の
実
存
的
不
安
を
解
消
し
、
平
穏
な
人
間
環
境
を
創
る
こ
と
―
―
そ
こ
に
呪
術
的
造
園
術
が
生
ま

れ
て
く
る
。
自
分
の
周
囲
の
景
観
を
調
和
の
と
れ
た
も
の
に
す
る
と
い
う
風
景
術
が
考
え
ら
れ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
立
木
が
あ
り
、

緑
が
多
け
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
立
木
は
立
木
の
姿
が
備
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
本
文
の
骨
格
を
理
解
し
た
上
で
、
個
々
の
設
問
を
考
え
て
い
こ
う
。

問
１	

問
題
文
は
、
ま
ず
「
五
行
」
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
り
、
続
い
て
「
五
行
」
の
「
相
生
」
と
「
相
克
」
に
つ
い
て
展
開
し
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
の
根

底
へ
目
を
向
け
て
、
風
景
術
が
生
ま
れ
る
契
機
へ
と
筆
を
進
め
、
全
体
を
要
約
す
る
と
い
う
展
開
の
仕
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
た
上
で
、
挿
入
文

の
内
容
を
考
え
る
と
、「
五
行
」
に
つ
い
て
の
説
明
部
分
に
属
す
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
イ
か
ロ
が
適
当
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
あ
と

は
「
大
地
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
す
れ
ば
よ
い
。

問
２	

Ⅰ
に
つ
い
て
、
全
体
的
な
理
解
を
前
提
に
、「
五
行
と
い
う
の
は
、
…
…
で
は
な
く
、
…
…
な
の
だ
」
と
い
う
文
脈
を
お
さ
え
る
。
つ
ま
り
Ⅰ
は
「
実

存
す
る
『
大
地
の
原
像
』」
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。「
実
存
す
る
『
大
地
の
原
像
』」
と
は
、「
生
き
生
き
と
し
た
豊
か
な
環
境
の
形
相
」（
15
行
目
）
の

集
約
的
な
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
科
学
者
の
目
で
捉
え
た
も
の
で
は
な
く
、「
わ
れ
わ
れ
が
常
日
ご
ろ
抱
い
て
い
る
自
然
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
」（
16
～

17
行
目
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
物
質
に
関
す
る
科
学
的
理
解
で
は
な
く
て
、
生
活
人
の
五
感
に
よ
る
認
識
」（
９
行
目
）
に
よ
っ
て
生
じ
た
捉
え
方
で
あ

る
。
こ
こ
ま
で
整
理
で
き
れ
ば
、
解
答
で
き
よ
う
。

　
　
　

Ⅱ
は
、
前
の
段
落
と
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
解
を
導
け
る
。
前
の
段
落
は
「
五
行
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
か
け
た
と
き
に
は
人
為
に
よ
っ

て
そ
れ
を
回
復
し
う
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
ゆ
ら
め
く
焰
…
…
調
和
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
」
は
、
そ
の
具
体
例
で
あ
る
。

　
　
　

Ⅲ
も
、
Ⅱ
と
同
様
に
接
続
語
を
入
れ
る
問
題
。
前
の
段
落
で
、「
そ
れ
は
つ
づ
く
で
あ
ろ
う
」
と
い
っ
た
こ
と
を
受
け
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。「
い
つ
も

あ
る
は
ず
は
な
い
」
と
前
の
段
落
の
意
見
に
対
し
て
譲
歩
し
、「
し
か
し
」
で
、
前
の
段
落
の
「
つ
づ
く
で
あ
ろ
う
」
の
箇
所
を
強
調
し
て
い
る
文
脈
で

あ
る
。
譲
歩
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
表
す
の
は
「
も
ち
ろ
ん
」
の
意
の
ホ
「
も
と
よ
り
」。

　
　
　

Ⅳ
は
、
空
欄
直
後
に
「
こ
の
力

0

0

0

が
信
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、「
力
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
信
じ
」
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
段



落
が
「
五
行
」
の
説
明
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
は
五
行
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
と
う
と
す
る
人
間
の
営
み
と
し
て
の
造
園
で
あ
る
こ
と
を
考
え
て
み
れ
ば
、

「

Ⅱ

、
ゆ
ら
め
く
焰
」
で
始
ま
る
32
行
目
か
ら
の
段
落
を
受
け
て
の
表
現
で
あ
る
こ
と
が
つ
か
め
よ
う
。

問
３	
空
欄
部
分
を
含
む
文
が
、
例
え
ば
単
な
る
緑
に
対
す
る
欲
求
で
は
な
く
、「
水
や
緑
や
土
や
石
の
調
和
の
と
れ
た
風
景
」（
52
行
目
）
に
対
す
る
欲
求
に

つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
に
注
意
。
次
の
段
落
で
「
現
代
人
の
希
求
す
る
環
境
構
成
材
料
の
調
和
感
覚
」（
56
行
目
）
と
言
わ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
そ

の
次
の
段
落
で
そ
れ
は
「
五
行
的
調
和
願
望
」（
60
行
目
）
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
あ
と
は
字
数
制
限
に
注
意
し
て
、
同
義
の
語
句
を
探
す
。

問
４	

「
風
景
の
集
約
的
な
表
現
」
と
同
じ
意
味
内
容
の
語
句
を
文
中
に
探
し
て
み
る
。「
生
き
生
き
と
し
た
豊
か
な
環
境
の
形
相
」（
15
行
目
）「
わ
れ
わ
れ
が

常
日
ご
ろ
抱
い
て
い
る
自
然
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
内
容
と
本
質
的
に
は
変
わ
ら
な
い
も
の
」（
16
～
17
行
目
）
が
、
そ
れ
に
あ
た
る
。
前
の
段
落
で
、「
ふ

つ
う
の
生
活
人
は
、
…
…
き
わ
め
て
自
然
だ
か
ら
で
あ
る
」（
11
～
13
行
目
）
と
述
べ
て
い
る
点
が
ヒ
ン
ト
に
な
る
。

問
５	

「
の
ん
き
な
性
質
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
言
え
ば
「
切
実
な
」
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
人
間
居
住
地
に
風
景

の
彫
琢
を
ほ
ど
こ
さ
ず
に
は
お
ら
れ
ぬ
切
実
な
」（
46
～
47
行
目
）
も
の
は
ど
こ
か
ら
き
た
か
。
筆
者
は
、
人
間
が
大
地
に
対
し
て
「
自
然
条
件
の
許
す

限
り
で
し
か
人
間
の
生
存
が
保
証
さ
れ
な
い
」（
43
～
44
行
目
）
と
い
う
こ
と
、「
生
命
の
実
存
的
不
安
を
解
消
す
る
手
だ
て
」（
45
行
目
）
と
し
て
で
あ

る
と
説
い
て
い
る
。

問
６	

イ
は
12
～
13
行
目
の
「
木
・
火
・
水
・
金
・
土
と
い
う
五
要
素
は
…
…
き
わ
め
て
自
然
だ
か
ら
で
あ
る
」、
ロ
は
20
～
22
行
目
の
「
古
来
、
五
行
の
あ

い
だ
に
は
…
…
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
構
造
を
い
う
も
の
で
あ
る
」、
ハ
は
53
～
54
行
目
の
「
五
行
的
…
…
息
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
」、
ホ
は
「
し
か
し
、

生
存
可
能
条
件
…
…
は
じ
め
て
有
効
に
働
く
」（
44
～
46
行
目
）
と
い
う
表
現
か
ら
妥
当
だ
と
わ
か
る
。
問
題
は
ニ
の
表
現
で
あ
る
。
最
終
段
落
の
「
こ

う
し
た
知
覚
は
よ
ほ
ど
普
遍
的
な
性
質
を
も
っ
て
い
る
」（
62
行
目
）
と
い
う
記
述
は
、「
材
料
の
相
貌
に
基
づ
く
物
質
操
作
の
神
話
」（
61
～
62
行
目
）

と
「
環
境
構
成
材
料
の
相
貌
的
知
覚
が
生
み
出
し
た
相
克
と
相
生
の
切
実
な
神
話
」（
55
行
目
）
と
の
二
つ
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
て
、「
五
行
」

の
考
え
が
「
唯
一
無
比
の
す
ぐ
れ
た
世
界
認
識
」
で
あ
る
こ
と
を
言
お
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。



【
配
点
の
目
安
】　
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点　

問
１　
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問
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４
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問
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５
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５
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【
二
】　

出
典
…
『
和
泉
式
部
日
記
』　

／　

オ
リ
ジ
ナ
ル
問
題

ポ
イ
ン
ト

　

贈
答
歌
を
中
心
と
し
た
文
章
か
ら
の
出
題
。
入
試
で
は
和
歌
を
含
む
文
章
が
出
題
さ
れ
る
こ
と
は
珍
し
く
な
い
。
掛
詞
、
縁
語
と
い
っ
た
修
辞
技
巧
や
区
切

れ
等
に
は
特
に
注
意
を
払
お
う
。
た
だ
し
読
解
や
解
釈
と
い
っ
て
も
、
和
歌
だ
け
を
独
立
し
た
も
の
と
し
て
現
代
語
訳
を
試
み
る
…
…
と
い
う
方
法
は
避
け
る

こ
と
。
地
の
文
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
ヒ
ン
ト
に
し
つ
つ
、
和
歌
が
詠
ま
れ
た
状
況
や
詠
み
手
の
心
情
を
読
み
取
ろ
う
。
今
回
の
よ
う
に
歌
の
や
り
と
り
に

よ
っ
て
本
文
が
進
む
場
合
は
、
前
後
の
歌
と
の
つ
な
が
り
に
も
着
目
す
る
こ
と
。

現
代
語
訳

　

そ
の
夜
の
月
が
あ
ま
り
に
明
る
く
澄
ん
で
（
い
た
の
で
）、
女
の
ほ
う
で
も
宮
の
ほ
う
で
も
、（
一
夜
を
）
物
思
い
に
耽
り
な
が
ら
（
月
を
）
な
が
め
明
か
し

て
、
あ
く
る
朝
、（
宮
は
）
い
つ
も
の
よ
う
に
お
便
り
を
送
ろ
う
と
な
さ
っ
て
、「
童
は
来
て
い
る
か
」
と
（
側
近
に
）
お
尋
ね
あ
そ
ば
す
（
ち
ょ
う
ど
）
そ
の

こ
ろ
、
女
の
ほ
う
も
霜
が
た
い
そ
う
白
い
の
に
は
っ
と
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
、

手
枕
の
…
…
私
の
手
枕
の
袖
に
も
、（
夜
通
し
宮
さ
ま
が
恋
し
く
て
）
起
き
て
い
た
の
で
（
涙
が
）
霜
に
な
っ
て
置
い
て
お
り
ま
し
た
こ
と
で
す
。
今
朝

ふ
と
見
ま
す
と
、
真
っ
白
に
な
っ
て

と
（
手
紙
で
）
歌
を
さ
し
上
げ
た
。（
そ
れ
を
受
け
取
っ
た
宮
は
、）
く
や
し
く
も
先
を
越
さ
れ
た
な
と
お
思
い
に
な
っ
て
、

つ
ま
恋
ふ
と
…
…
妻
と
思
う
あ
な
た
が
恋
し
く
て
、
起
き
明
か
し
た
（
私
の
）
涙
の
霜
だ
か
ら
（
真
っ
白
な
の
で
す
よ
）

と
（
ひ
と
り
ご
と
を
）
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
ろ
、
や
っ
と
童
が
参
上
し
た
の
で
、（
宮
は
）
御
機
嫌
な
な
め
で
（
側
近
を
通
じ
て
童
に
遅
参
の
理
由
を
）
詰
問
さ

せ
た
の
で
、（
側
近
は
）「（
お
ま
え
が
）
早
く
参
上
し
な
い
の
で
、
ひ
ど
く
責
め
て
お
い
で
の
よ
う
だ
よ
」
と
（
言
っ
）
て
、（
童
に
宮
の
お
便
り
を
）
渡
し
た

の
で
（
童
は
女
の
家
に
）
持
っ
て
い
っ
て
、「
ま
だ
こ
ち
ら
さ
ま
か
ら
お
歌
を
お
差
し
あ
げ
に
な
ら
な
か
っ
た
前
に
（
宮
さ
ま
か
ら
私
に
）
お
召
し
が
あ
り
ま

し
た
の
に
、
今
ま
で
参
上
し
な
か
っ
た
と
（
私
を
）
お
叱
り
に
な
り
ま
す
」
と
（
言
っ
）
て
、
お
便
り
を
取
り
出
し
た
。（
宮
の
お
便
り
は
）「
昨
夜
の
月
は
す

ば
ら
し
か
っ
た
ね
」
と
（
始
ま
っ
）
て
、

寝
ぬ
る
夜
の
…
…
（
あ
な
た
が
）
寝
て
し
ま
っ
（
て
見
な
か
っ
）
た
（
で
あ
ろ
う
）
先
夜
の
月
を
、（
ひ
ょ
っ
と
し
て
）
御
覧
に
な
っ
た
か
と
、
今
朝
こ

そ
（
涙
の
）
霜
が
置
く
ほ
ど
に
起
き
明
か
し
て
待
っ
て
い
ま
し
た
が
、
あ
な
た
を
は
じ
め
誰
ひ
と
り
手
紙
を
く
れ
る
人
と
て
い
ま
せ
ん



（
と
あ
る
。）
な
る
ほ
ど
（
童
の
言
う
と
お
り
、）
あ
ち
ら
（
の
宮
）
さ
ま
の
ほ
う
か
ら
先
に
お
歌
を
く
だ
さ
れ
た
の
で
あ
る
よ
う
だ
と
思
う
に
つ
け
て
も
、（
女

は
）
う
れ
し
い
。（
そ
の
お
返
事
に
わ
ざ
と
）

ま
ど
ろ
ま
で
…
…
（
私
は
）
一
睡
も
せ
ず
先
夜
は
一
晩
中
な
が
め
て
い
た
月
（
な
の
で
す
が
、
そ
の
月
）
を
（
宮
さ
ま
は
）
起
き
（
て
か
ら
御
覧
に
な
っ
）

た
の
に
（
ず
っ
と
）
夜
を
明
か
し
て
見
た
よ
う
な
顔
を
し
て
お
い
で
で
す
ね
（
い
っ
た
い
本
当
な
の
で
し
ょ
う
か
）

と
（
手
紙
で
）
申
し
上
げ
て
、
こ
の
（
使
い
の
）
童
が
「（
私
を
）
ひ
ど
く
お
責
め
に
な
り
ま
し
た
」
と
言
う
の
が
（
そ
れ
も
自
分
へ
の
愛
情
の
証
か
と
女
は
）

明
る
い
気
分
に
な
っ
て
、（
紙
の
）
端
に
、

「
霜
の
上
に
…
…
霜
の
上
に
朝
日
が
さ
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
今
は
も
う
、（
霜
も
と
け
る
よ
う
に
御
勘
気
の
）
と
け
て
し
ま
っ
て
い
る
様
子
を
（
童
に
）

見
せ
て
や
っ
て
く
だ
さ
い
ま
せ

（
こ
の
子
の
様
子
か
ら
す
る
と
）
ひ
ど
く
し
お
れ
て
い
る
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
わ
」
と
書
い
た
。（
折
り
返
し
）
宮
か
ら
は
、「
今
朝
（
あ
な
た
が
）
得
意
そ
う

で
し
た
の
も
、
ひ
ど
く
憎
ら
し
い
。（
い
っ
そ
、
私
の
手
紙
を
届
け
る
の
が
遅
れ
た
）
こ
の
童
を
殺
し
て
や
り
た
い
と
ま
で
（
思
っ
て
し
ま
う
よ
。）

朝
日
影
…
…
朝
の
日
光
が
さ
し
て
消
え
る
は
ず
の
霜
だ
け
れ
ど
、
な
か
な
か
消
え
そ
う
に
な
い
空
模
様
（
の
よ
う
に
、
私
の
機
嫌
は
な
お
ら
な
い
の
）
で

す
よ
」

と
（
お
便
り
が
）
あ
っ
た
の
で
、（
そ
の
お
返
事
に
女
か
ら
は
）「
お
殺
し
あ
そ
ば
す
お
つ
も
り
の
よ
う
に
聞
こ
え
ま
す
が
」
と
し
て
、

君
は
来
ず
…
…
宮
さ
ま
は
お
い
で
に
な
ら
ず
、
時
た
ま
文
使
い
に
や
っ
て
く
る
童
の
こ
と
を
、
生
か
し
て
お
い
て
（
お
手
紙
を
持
っ
て
）
行
け
と
も
、
も

う
お
っ
し
ゃ
ら
な
い
お
つ
も
り
で
す
か

と
（
手
紙
で
）
申
し
上
げ
る
と
、（
そ
れ
を
読
ん
だ
）
宮
は
声
を
立
て
て
お
笑
い
あ
そ
ば
し
て
、

「
こ
と
わ
り
や
…
…
（
あ
な
た
の
お
言
葉
は
）
も
っ
と
も
だ
。
も
う
殺
し
ま
す
ま
い
、
こ
の
童
は
ね
。
隠
し
妻
の
あ
な
た
の
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
に
従
い
ま

し
て

（
と
こ
ろ
で
）
手
枕
の
袖
の
こ
と
は
お
忘
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
で
す
ね
」
と
（
宮
か
ら
の
次
の
手
紙
に
）
書
い
て
あ
る
の
で
、（
女
が
、）

人
知
れ
ず
…
…
（
宮
さ
ま
と
の
恋
を
）
誰
に
も
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
い
つ
も
心
に
か
け
て
（
そ
の
つ
ら
さ
に
）
耐
え
て
お
り
ま
す
の
に
、
あ
の
手
枕
の
袖

を
私
が
忘
れ
た
と
お
思
い
に
な
る
の
で
す
か

と
（
手
紙
で
）
申
し
上
げ
る
と
、（
宮
か
ら
の
お
返
事
の
手
紙
に
は
、）

も
の
言
は
で
…
…
（
私
が
）
何
も
言
わ
ず
に
だ
ま
っ
た
ま
ま
に
し
て
い
た
と
し
た
ら
、（
あ
な
た
は
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
心
に
）
か
け
て
で
さ
え
手
枕
の



袖
の
こ
と
な
ど
け
っ
し
て
思
い
出
し
は
し
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
よ
（
私
の
ほ
う
こ
そ
恋
の
思
い
は
忘
れ
る
わ
け
が
な
い
よ
）

（
と
書
い
て
あ
っ
た
）

　

こ
う
し
て
（
熱
心
な
恋
文
の
や
り
と
り
が
続
い
た
の
に
、
そ
の
後
宮
か
ら
は
）
二
、三
日
、
な
ん
の
お
便
り
も
く
だ
さ
ら
な
い
。（
女
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
）

期
待
で
き
そ
う
に
（
宮
が
）
仰
せ
あ
そ
ば
し
た
お
言
葉
も
、
い
っ
た
い
ど
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
思
い
つ
づ
け
る
と
、（
女
は
）
眠
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

目
を
覚
ま
し
て
横
に
な
っ
て
い
る
と
、
夜
も
し
だ
い
に
更
け
た
よ
う
だ
な
と
思
わ
れ
る
こ
ろ
、
家
の
門
を
た
た
く
音
が
す
る
。
あ
ら
心
当
た
り
も
な
い
（
の
に

誰
か
し
ら
）
と
思
っ
た
け
れ
ど
、（
取
り
次
ぎ
に
）
た
ず
ね
さ
せ
る
と
、
宮
か
ら
の
お
便
り
で
あ
っ
た
。
思
い
が
け
ぬ
時
刻
な
の
で
、「（
私
の
宮
へ
の
）
想
い

が
通
じ
た
の
か
」
と
し
み
じ
み
う
れ
し
く
思
っ
て
、（
す
ぐ
に
脇
門
か
ら
お
便
り
を
取
り
入
れ
さ
せ
て
）
妻
戸
を
開
け
て
（
月
明
か
り
に
）
読
ん
で
み
る
と
、

見
る
や
君
…
…
あ
な
た
は
御
覧
に
な
っ
て
い
ま
す
か
。
夜
が
更
け
て
山
の
稜
線
に
か
か
っ
て
曇
り
も
な
く
澄
ん
で
い
る
秋
の
夜
の
月
を

（
と
書
い
て
あ
る
。
女
は
）
思
わ
ず
（
月
を
）
な
が
め
ず
に
い
ら
れ
な
く
て
、
い
つ
も
よ
り
も
（
お
歌
が
）
し
み
じ
み
と
感
じ
ら
れ
る
。（
と
は
い
え
、
表
）
門

も
開
け
て
い
な
い
の
で
、
お
使
い
が
待
ち
遠
し
が
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
、（
急
い
で
）
御
返
歌
（
を
差
し
あ
げ
る
。）

ふ
け
ぬ
ら
む
…
…
夜
が
更
け
た
だ
ろ
う
と
思
う
も
の
の
（
宮
さ
ま
が
恋
し
く
て
）
眠
れ
ず
に
お
り
ま
す
け
れ
ど
、（
月
を
見
た
り
す
る
と
ま
た
今
よ
り
も
っ

と
胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
）
か
え
っ
て
（
物
思
い
が
募
る
ば
か
り
）
で
す
か
ら
、
月
だ
け
は
見
な
い
こ
と
に
し
て
お
り
ま
す

と
（
詠
ん
で
）
あ
る
の
を
（
読
ん
で
）、（
宮
は
）
意
表
を
つ
か
れ
た
気
持
ち
が
し
て
、「
や
は
り
（
あ
の
人
は
）
つ
ま
ら
ぬ
女
で
は
な
い
な
ぁ
。
な
ん
と
か
し

て
身
近
に
置
い
て
、
こ
う
い
う
気
慰
め
の
和
歌
で
も
詠
ま
せ
て
聞
き
た
い
も
の
だ
」
と
決
心
な
さ
っ
た
。

問
１	

Ａ
＝
ウ　
　
　

Ｂ
＝
エ　
　
　

Ｃ
＝
キ　
　
　

Ｄ
＝
ク　
　
　

Ｅ
＝
カ

問
２	

①
＝
イ　
　
　

②
＝
エ　
　
　
　

問
３　

オ　
　
　
　

問
４　

１
＝
ア　
　
　

２
＝
ウ

問
５　

ウ	　
　
　
　

問
６　

ウ

解
答



問
１	

空
欄
Ａ
に
つ
い
て
は
、
空
欄
の
直
前
が
未
然
形
で
あ
る
の
で
未
然
形
接
続
の
助
動
詞
…
…
と
考
え
て
も
こ
の
選
択
肢
の
中
に
は
沢
山
あ
り
す
ぎ
て
、
あ

ま
り
有
効
な
決
め
手
と
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
よ
り
は
、「
お
ど
ろ
か
す
」
が
「
気
づ
か
せ
る
・
は
っ
と
さ
せ
る
」
と
い
う
意
味
の
心
情
を
表
す
他
動
詞
で

あ
る
（
こ
れ
が
自
動
詞
で
な
い
の
は
、
自
分
自
身
の
動
作
を
他
者
の
動
作
に
見
立
て
る
技
巧
上
の
理
由
か
ら
）
こ
と
、
こ
こ
で
の
主
体
が
「
女
」
で
あ
る

こ
と
、
対
象
が
「
霜
の
い
と
白
き
」
で
あ
る
（
＝
人
物
で
は
な
い
）
こ
と
か
ら
、「
は
っ
と
気
づ
か
さ
れ
た
」
程
度
の
意
味
の
《
受
身
》
に
取
る
の
が
適

当
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
空
欄
に
は
「
れ
」
が
入
る
。

　
　
　

空
欄
Ｂ
の
直
前
の
「
さ
い
な
む
」（
四
段
動
詞
）
は
、
終
止
形
あ
る
い
は
連
体
形
と
考
え
ら
れ
る
が
、
選
択
肢
の
中
に
連
体
形
に
接
続
す
る
も
の
が
な

い
の
で
、
こ
こ
は
終
止
形
。
終
止
形
接
続
の
も
の
は
エ
と
オ
で
あ
る
が
、
空
欄
の
前
に
「
御
気
色
あ
し
う
て
」
と
あ
る
の
で
、
こ
こ
は
《
推
定
（
視
覚
推

量
）》
の
エ
を
と
る
。
な
お
、「
ら
し
」
が
散
文
に
用
い
ら
れ
る
の
は
ほ
ぼ
上
代
（
奈
良
時
代
以
前
）
の
こ
と
で
、
中
古
（
平
安
時
代
）
以
降
は
「
ら
し
」

は
歌
語
と
し
て
残
る
ば
か
り
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
「
め
り
」
す
な
わ
ち
実
際
に
目
に
し
た
物
事
か
ら
何
か
を
推
定
す
る
助
動
詞
が
用
い
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
空
欄
を
含
む
発
言
は
「
童
」
の
も
の
で
な
く
宮
か
ら
の
手
紙
を
童
に
取
り
次
ぐ
人
物
の
も
の
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。「
さ
い
な
む
」
に
は
敬
語

が
な
い
が
、
こ
れ
は
常
に
上
位
者
か
ら
下
位
者
へ
の
行
為
で
あ
る
の
で
、「
つ
か
は
す
」
同
様
に
敬
語
な
し
で
も
敬
意
を
含
む
表
現
で
あ
る
。

　
　
　

空
欄
Ｃ
の
上
に
「
今
は
」
と
あ
る
の
に
着
目
。「
今
は
…
…
《
打
消
》」
で
、「
も
う
…
…
で
は
な
い
」
と
慣
用
的
に
使
わ
れ
る
語
で
あ
る
。
選
択
肢
の

中
で
《
打
消
》
の
意
味
を
持
つ
も
の
は
カ
と
キ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
宮
の
「
童
殺
し
て
ば
や
」
と
い
う
願
望
を
受
け
て
の
返
歌
な
の
で
、《
意
志
》
を
反

映
し
て
い
る
キ
を
と
り
た
い
。
あ
る
い
は
、
そ
の
後
の
宮
の
和
歌
の
中
で
「
こ
と
わ
り
や
今
は
殺
さ
じ
こ
の
童
…
…
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
も
い

い
だ
ろ
う
。

　
　
　

空
欄
Ｄ
は
単
に
「
ま
し
か
ば
…
…
ま
し
」
の
呼
応
関
係
（《
反
実
仮
想
》）
に
気
が
付
け
ば
よ
い
。

　
　
　

空
欄
Ｅ
は
「
寝い

も
寝ね

ら
れ
ず
」
と
い
う
連
語
で
、「
眠
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
眠
ろ
う
と
し
て
も
眠
れ
な
い
。」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
他
「
寝
」

を
使
っ
た
連
語
と
し
て
は
、「
寝
の
寝
ら
え
ぬ
に
（
＝
眠
れ
な
い
で
い
る
の
に
）」「
寝
も
寝
ず
（
＝
寝
も
し
な
い
）」「
寝
を
寝
（
＝
寝
る
）」
な
ど
が
あ
る
。

問
２	

①
は
直
前
に
「
女
も
…
…
て
や
」
と
あ
り
、「
手
枕
の
…
…
」
の
和
歌
が
あ
る
の
で
、
こ
の
和
歌
は
女
の
も
の
だ
と
わ
か
る
。
そ
の
中
の
動
詞
で
あ
る

の
で
、
素
直
に
イ
を
選
び
た
い
。

　
　
　

②
は
１
行
前
に
「
今
ぞ
人
参
り
た
れ
ば
、…
…
」
と
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
「
参
る
」「
参
ら
ず
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
「
人
」
で
あ
る
と
つ
か
め
よ
う
。

解
説



だ
か
ら
と
い
っ
て
ウ
を
選
べ
な
い
の
が
、
こ
の
問
題
の
意
地
悪
な
と
こ
ろ
だ
。
２
行
目
に
「
童
参
り
た
り
や
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
「
人
」
＝
「
童
」

な
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
選
ぶ
べ
き
は
エ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
設
問
の
場
合
に
は
、
よ
り
具
体
的
な
も
の
が
よ
り
適
切
な
も
の
に
な
る
と

心
得
て
も
ら
い
た
い
。

問
３	
和
歌
の
前
に
「
よ
べ
の
月
は
…
…
」
と
あ
り
、
空
欄
Ｘ
の
和
歌
に
対
す
る
返
歌
も
「
ま
ど
ろ
ま
で
ひ
と
夜
な
が
め
し
月
見
る
と
…
…
」
と
い
う
内
容
で

あ
る
の
で
、
空
欄
Ｘ
の
和
歌
が
月
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
す
ぐ
に
わ
か
ろ
う
。
こ
れ
だ
け
で
ア
・
エ
・
オ
に
絞
れ
る
。

あ
と
は
、
和
歌
の
直
後
に
「
げ
に
、
か
れ
よ
り
ま
づ
の
た
ま
ひ
け
る
な
め
り
（
＝
本
当
に
、
宮
の
ほ
う
か
ら
先
に
お
歌
を
く
だ
さ
っ
た
ら
し
い
）」
と
い

う
表
現
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
て
、「
今
朝
は
し
も
お
き
ゐ
て
待
て
ど
問
ふ
人
も
な
し
（
＝
今
朝
こ
そ
起
き
明
か
し
て
待
っ
て
い
ま
し
た
が
、
あ
な
た
を
は

じ
め
誰
ひ
と
り
御
文
を
く
れ
る
人
と
て
い
ま
せ
ん
。）」
と
い
う
表
現
を
持
つ
オ
を
選
べ
ば
い
い
。
ま
た
こ
れ
な
ら
、「
ま
ど
ろ
ま
で
…
…
」
と
い
う
表
現

に
も
対
応
し
て
い
る
。「
し
も
」
は
助
詞
に
「
霜
」
の
意
を
掛
け
、「
起
き
」
に
掛
け
ら
れ
た
「
置
き
」
と
縁
語
に
な
る
。
ち
な
み
に
エ
だ
と
今
朝
宮
が
女

の
も
と
へ
行
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
、
地
の
文
の
内
容
に
反
す
る
。

問
４	

１
に
つ
い
て
。
選
択
肢
か
ら
こ
こ
で
問
題
に
す
べ
き
解
釈
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
以
下
の
二
点
と
わ
か
ろ
う
。

　
　
　
　

①　
「
し
た
り
顔
」
だ
っ
た
の
は
誰
か

　
　
　
　

②　
「
童
殺
し
て
ば
や
」
の
解
釈

　

①
の
候
補
は
「
童
」「
あ
な
た
（
＝
女
）」「
私
（
＝
宮
）」
の
三
人
で
あ
る
が
、「
童
」
は
「
い
み
じ
う
さ
い
な
み
つ
る
」
と
思
っ
て
い
た
ほ
ど
だ
か
ら
、「
し

た
り
顔
」
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
宮
に
し
て
も
「
御
気
色
あ
し
う
」
と
い
っ
た
有
り
様
な
の
で
、「
し
た
り
顔
」
と
は
程
遠
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
し

た
り
顔
」
は
女
の
こ
と
と
判
断
で
き
る
。
こ
こ
か
ら
ア
と
イ
に
絞
れ
る
。
あ
と
は
②
の
解
釈
だ
が
、「
ば
や
」
は
未
然
形
（
こ
こ
で
は
《
確
述
》
の
助
動

詞
「
つ
」
の
未
然
形
）
接
続
で
発
言
者
自
身
の
強
い
願
望
や
意
志
を
表
す
。
イ
の
「
も
し
…
…
た
ら
」
と
い
う
仮
定
の
表
現
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
て

い
る
が
、
大
学
入
試
レ
ベ
ル
で
は
基
本
的
に
《
願
望
の
終
助
詞
》
で
あ
る
こ
と
が
解
る
か
ど
う
か
を
見
よ
う
と
す
る
と
考
え
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
ア

が
正
解
。

　

２
に
つ
い
て
。
こ
れ
も
１
同
様
、
選
択
肢
か
ら
問
題
に
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
が
い
く
つ
か
見
え
て
こ
よ
う
。

　
　
　
　

①　

誰
の
「
心
」
で
あ
る
の
か



　
　
　
　

②　

ど
こ
に
「
行
っ
」
た
の
か

　

エ
と
オ
は
、
こ
の
二
点
が
押
さ
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
カ
ッ
ト
で
き
る
。
ア
～
ウ
か
ら
は
「
私
の
心
が
宮
の
も
と
へ
行
っ
た
」
の
か
、「
宮
の
心
が
他

（
の
女
の
も
と
）
へ
行
っ
た
」
の
か
を
考
え
れ
ば
い
い
と
わ
か
る
が
、
直
後
の
宮
の
女
を
想
う
和
歌
を
み
れ
ば
あ
き
ら
か
に
こ
れ
は
前
者
の
意
味
で
あ
る

と
つ
か
め
よ
う
。
し
た
が
っ
て
イ
も
カ
ッ
ト
。
残
っ
た
ア
と
ウ
の
見
き
わ
め
に
つ
い
て
は
、
ア
が
「
お
ぼ
ゆ
」
の
辞
書
義
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

簡
単
に
ウ
が
選
べ
よ
う
。

　

な
お
こ
の
よ
う
な
問
題
の
場
合
、「
あ
は
れ
」
の
意
味
に
こ
だ
わ
る
の
は
得
策
で
は
な
い
。
こ
の
言
葉
は
心
を
う
た
れ
る
（
感
動
し
て
い
る
）
状
態
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
ど
う
「
あ
は
れ
」
な
の
か
は
文
脈
か
ら
推
測
す
る
し
か
な
い
か
ら
だ
。

問
５	

「
お
し
た
が
ふ
」
を
漢
字
で
書
く
と
「
推
し
違
ふ
」
で
、
傍
線
部
は
「
予
想
に
反
し
た
気
持
ち
」
程
度
の
意
味
に
な
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で

は
こ
の
「
予
想
」
の
内
容
を
押
さ
え
て
い
く
こ
と
が
カ
ギ
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
30
行
目
の
「
見
る
や
君
」
の
和
歌
の
モ
チ
ー
フ
を
読
み
取
っ
て

い
け
ば
容
易
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
宮
が
期
待
し
て
い
た
の
は
相
手
も
「
秋
の
夜
の
月
」
を
見
て
く
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
女

（
＝
筆
者
）
が
「
月
は
し
も
見
ず
」
と
応
え
た
の
で
「
あ
て
が
は
ず
れ
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
経
緯
を
押
さ
え
た
選
択
肢
は
ウ
。

問
６	

こ
こ
に
挙
げ
て
あ
る
和
歌
は
全
て
百
人
一
首
か
ら
の
も
の
な
の
で
、
比
較
的
簡
単
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

和
泉
式
部
の
娘
は
小
式
部
（
ま
た
は
小
式
部
内
侍
）
で
あ
る
。
こ
の
歌
に
は
、「
和
泉
式
部
、
保
昌
に
具
し
て
丹
後
国
に
侍
り
け
る
こ
ろ
、
都
に
歌
合

の
あ
り
け
る
に
、
小
式
部
内
侍
、
歌
よ
み
に
と
ら
れ
て
侍
り
け
る
を
、
中
納
言
定
頼
、
局
の
方
に
ま
う
で
来
て
、『
歌
は
如
何
が
せ
さ
せ
給
ふ
、
丹
後
へ

人
は
遣
は
し
け
む
や
、
使
ひ
は
ま
う
で
来
ず
や
、
如
何
に
心
も
と
な
く
お
ぼ
す
ら
む
』
な
ど
、
た
は
ぶ
れ
て
立
ち
け
る
を
、
ひ
き
と
ど
め
て
よ
め
る
」
と

い
う
詞
書
が
つ
い
て
い
る
。『
古
今
著
聞
集
』『
袋
草
紙
』
な
ど
に
も
載
っ
て
い
る
逸
話
な
の
で
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
知
っ
て
い
る
人
も
多
か
っ
た
で
あ

ろ
う
。

　

ち
な
み
に
、
ア
は
紫
式
部
、
イ
は
和
泉
式
部
、
エ
は
右
大
将
道
綱
母
、
オ
は
清
少
納
言
の
和
歌
で
あ
る
。

【
配
点
の
目
安
】　

50
点　

問
１　

各
３
点
×
５
＝
15
点　

問
２　

各
４
点
×
２
＝
８
点　

問
３　

５
点　

問
４　

各
６
点
×
２
＝
12
点　

問
５　

６
点　

問
６

　

４
点　



【
問
題
】

【
一
】　

出
典
…
廣
末
保
『
可
能
性
と
し
て
の
芭
蕉
』　

／　

オ
リ
ジ
ナ
ル
問
題

現
代
語
訳

師
の
い
は
く
…
…
（
芭
蕉
）
先
生
の
言
う
に
は
、
天
地
万
物
の
変
化
は
風
雅
の
根
源
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
。（
発
句
の
よ
う
に
）
静
止
し
た
物
は
不
変
の

姿
で
あ
る
。（
天
地
万
物
の
よ
う
に
）
動
い
て
い
る
も
の
は
変
化
（
の
さ
ま
）
で
あ
る
。（
な
の
で
、
そ
の
動
き
の
）
瞬
間
と
し
て
（
句
に
）
と
ど
め
な
け
れ
ば
、

（
動
き
の
中
の
風
趣
は
句
と
し
て
）
と
ど
ま
ら
な
い
。（
句
に
）
と
ど
め
る
と
い
う
の
は
、（
動
き
の
中
の
風
趣
を
）
見
と
め
聞
き
と
め
る
こ
と
だ
。
飛
花
落
葉

が
散
り
乱
れ
る
姿
も
、
そ
の
（
散
り
乱
れ
る
動
き
の
中
で
）
見
と
め
、
聞
き
と
め
な
け
れ
ば
、（
動
き
が
）
お
さ
ま
る
と
（
途
端
に
）
そ
の
活
き
て
い
る
も
の
〔
＝

風
趣
〕
さ
え
消
え
て
跡
形
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

俳
諧
の
益
は
…
…
俳
諧
の
目
的
は
日
常
普
通
の
言
葉
を
洗
練
さ
せ
る
〔
＝
風
趣
の
あ
る
詩
語
に
昇
華
さ
せ
る
〕
こ
と
で
あ
る
。（
な
の
で
）
つ
ね
に
（
そ
の
根

本
た
る
）
も
の
〔
＝
日
常
の
現
実
〕
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
は
な
ら
な
い
。

吉
野
山
は
…
…
吉
野
山
は
ど
こ
（
に
あ
る
の
）
か
と
誰
か
が
尋
ね
ま
し
た
ら
、
た
だ
（
桜
の
）
花
に
（
取
合
わ
せ
る
地
と
し
て
）
は
吉
野
、
紅
葉
に
（
取
合
わ

せ
る
地
と
し
て
）
は
立
田
を
詠
む
こ
と
と
思
い
ま
し
て
詠
む
だ
け
で
、（
吉
野
や
立
田
が
）
伊
勢
（
国
）
な
の
か
日
向
（
国
）
な
の
か
は
知
ら
な
い
と
答
え
る

の
が
よ
い
の
だ
。

問
１	

１
＝
け
ん
こ
ん　
　

10
＝
か
い
こ
う　
　
　

問
２　

２
＝
還
元　
　

５
＝
背
反

問
３	

エ　
　
　

問
４　

イ　
　
　

問
５　

動
け
る
〔
43
行
目
〕　　
　

問
６　

７
＝
オ　
　

８
＝
ア

解
答



問
７　

自
然
は
、
無
～
不
変
な
秩
序
〔
37
～
38
行
目
〕　　

問
８　

俗
語
に
よ
っ
て
経
〔
60
行
目
〕

問
９　

イ　
　
　

問
10　

イ

問
３	

傍
線
部
直
前
の
指
示
語
「
そ
の
と
き
」
の
指
示
対
象
は
直
前
の
一
文
の
「
現
実
よ
り
も
貧
弱
な
非
現
実
を
～
詩
と
し
て
の
『
純
粋
性
』
を
砦
に
擁
護
し

よ
う
と
す
る
」
の
部
分
で
あ
り
、
そ
れ
を
筆
者
は
「
詩
の
存
在
理
由
を
み
ず
か
ら
放
棄
す
る
こ
と
」
と
断
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
詩
の
存
在
理
由
」

と
は
、
本
文
冒
頭
か
ら
の
記
述
内
容
に
よ
れ
ば
、「
現
実
」
と
「
詩
」
と
の
関
係
の
う
え
で
、「
詩
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
存
在
す
る
必
然
性
で
あ
る
。
そ

の
上
で
筆
者
は
「
詩
作
品
の
価
値
そ
の
も
の
は
、
現
実
的
・
相
対
的
な
場
で
、
た
え
ず
問
い
な
お
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
非
現
実
の
世
界
が
、
果
し

て
現
実
に
耐
え
う
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
」（
９
～
10
行
目
）
と
い
う
。
つ
ま
り
傍
線
部
「
一
人
合
点
の
確
信
」

と
は
、
対
置
さ
れ
る
現
実
に
耐
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
脆
弱
な
作
品
を
、
詩
と
し
て
「
純
粋
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
み
を
頼
り
に
擁
護
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
か
ら
各
選
択
肢
を
検
討
す
れ
ば
、
エ
が
正
解
と
判
断
で
き
る
。
ア
「
詩
を
作
る
と
い
う
行
為
」、「
表
現
の
目
的
」
ウ
「
詩
人
の
内
面
世
界
の
特
異

性
」
オ
「
対
象
の
代
替
不
能
な
価
値
」
い
ず
れ
も
こ
の
部
分
の
論
理
と
は
か
か
わ
ら
な
い
。
ま
た
、
イ
「
現
実
的
な
根
拠
を
も
た
な
い
の
に
」
で
は
「
詩
」

の
作
品
世
界
が
「
現
実
的
な
根
拠
」
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
て
し
ま
い
、
こ
こ
で
の
論
理
と
は
次
元
の
違
う
話
と
な
る
。

問
４	

傍
線
部
の
内
容
は
本
文
一
段
落
目
「
そ
れ
は
、
詩
と
現
実
と
の
関
係
を
問
う
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
が
、
こ
の
問
い
を
拒
否
す
る
権
利
は
、
詩
人
と
い

え
ど
も
与
え
ら
れ
て
は
い
ま
い
」（
３
～
４
行
目
）
と
い
う
記
述
と
同
内
容
で
あ
る
。
こ
の
記
述
の
直
後
に
「
そ
れ
は
、
詩
の
存
在
証
明
に
か
か
わ
る
問

い
だ
か
ら
」
と
続
い
て
い
る
点
か
ら
、
正
解
は
イ
で
あ
る
。
問
３
の
解
説
で
も
見
た
よ
う
に
、
本
文
冒
頭
か
ら
、
話
題
の
中
心
は
「
詩
と
現
実
と
の
関
係

を
問
う
」、
つ
ま
り
詩
が
現
実
に
対
し
て
存
在
す
る
こ
と
の
必
然
性
を
問
う
こ
と
が
「
詩
の
存
在
理
由
」
の
「
証
明
」
だ
と
い
う
こ
と
で
、
し
た
が
っ
て

傍
線
部
「
詩
人
も
ま
た
、
そ
れ
を
問
う
も
の
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
完
全
に
自
由
で
は
あ
り
え
な
い
」
と
続
く
展
開
で
あ
る
。
ア
「
つ
ね
に
現
実
を
基
盤

と
し
て
作
ら
れ
る
」「
扱
わ
れ
た
現
実
と
作
品
上
の
描
写
が
齟
齬
し
な
い
」
で
は
詩
の
中
で
描
か
れ
た
こ
と
が
現
実
と
一
致
す
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ

て
し
ま
う
し
、
ウ
「
詩
人
の
存
在
証
明
」
で
は
「
詩
」
で
は
な
く
「
詩
人
」
が
問
題
と
な
っ
て
し
ま
う
。
エ
「
～
詩
は
、
～
を
目
指
し
て
作
ら
れ
る
」
と

あ
る
が
、「
詩
」
が
何
を
「
目
指
し
て
」
い
る
か
は
こ
こ
で
の
話
題
で
は
な
く
、
オ
は
傍
線
部
の
「
言
い
換
え
」
に
な
っ
て
い
て
、
設
問
要
求
で
あ
る
「
理

解
説



由
」
の
説
明
で
は
な
い
。

問
５	

き
わ
め
て
基
本
的
な
文
法
知
識
の
問
題
。「
釈
迦
に
説
法
」
だ
ろ
う
が
、
簡
単
に
解
説
し
て
お
く
と
、
傍
線
部
の
「
り
」
は
四
段
活
用
の
已
然
形
と
サ

変
動
詞
の
未
然
形
に
接
続
す
る
存
続
・
完
了
の
助
動
詞
で
、
活
用
は
ラ
変
動
詞
と
同
じ
で
あ
る
。
接
続
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
直
前
は
か
な
ら
ず

エ
段
の
音
で
あ
る
。
そ
の
観
点
か
ら
探
し
て
ゆ
け
ば
、
傍
線
部
の
少
し
後
の
「
動
け
る
」
が
「
動
け
（
エ
段
の
音
）
＋
る
」
で
あ
り
、
直
後
の
「
物
」
と

い
う
語
を
連
体
修
飾
し
て
い
る
の
で
、「
る
」
は
連
体
形
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
条
件
に
合
致
す
る
。
あ
と
は
設
問
要
求
に
注
意
し
て
「
文
節
」
で
抜
き

出
せ
ば
よ
い
。

問
６	

い
ず
れ
の
傍
線
部
も
引
用
さ
れ
た
『
三
冊
子
』
の
中
の
叙
述
で
あ
り
、
引
用
直
後
の
「
土
芳
に
よ
っ
て
～
蕉
風
俳
諧
の
意
識
を
見
事
に
集
約
」、「
い
ま

存
在
す
る
も
の
が
次
の
瞬
間
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う
無
常
観
」「
か
え
っ
て
、
い
ま
そ
こ
に
あ
る
自
然
は
凝
視
さ
れ
、
さ
ら
に
、
自
然
の
変
化
を
風
雅

の
種
と
し
て
積
極
的
に
と
ら
え
な
お
す
」
な
ど
の
記
述
を
参
考
に
考
え
て
ゆ
く
。

７　

各
選
択
肢
で
は
、「
時
と
し
て
」
の
部
分
の
具
体
化
と
、「
と
ゞ
ま
ら
ず
」
の
部
分
で
何
が
「
と
ど
ま
ら
」
な
い
、
あ
る
い
は
何
を
と
ど
め
ら
れ
な
い

の
か
が
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
て
い
る
。
特
に
傍
線
部
「
留
め
ざ
れ
ば
、
と
ゞ
ま
ら
ず
」
は
、
そ
の
直
前
の
「
動
け
る
物
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
部
分
で
あ
る

と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、「
と
ゞ
ま
ら
ず
」
に
つ
い
て
の
訳
出
に
注
目
し
て
ゆ
け
ば
よ
い
と
判
断
で
き
る
。
ア
「
動
き
を
」
で
は
動
い
て
い
る
も
の

自
体
を
物
理
的
に
静
止
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
エ
「
句
の
姿
が
」
で
は
「
動
け
る
物
」
を
と
ど
め
る
こ
と
に
な
ら
な
い
。
ウ
「
後
に
は
忘
れ
て
」
で
は
記

憶
が
「
と
ど
ま
ら
ず
」
に
な
る
。
残
っ
た
イ
・
オ
の
比
較
で
は
イ
「
感
興
」
は
観
察
者
の
主
観
的
「
感
動
」
の
側
面
が
強
く
な
る
の
に
対
し
て
、
オ
「
風

趣
」
は
対
象
の
中
に
認
め
ら
れ
る
「
趣
」
の
側
面
に
重
点
が
あ
る
。
引
用
直
後
の
記
述
か
ら
考
え
て
も
、
オ
の
ほ
う
が
適
切
で
あ
る
。

８　

こ
れ
も
各
選
択
肢
で
決
定
的
に
違
う
の
は
傍
線
部
「
活
き
た
る
物
」
の
部
分
の
訳
で
あ
る
。
こ
こ
の
「
活
き
た
る
物
」
は
「
風
雅
の
種
」
と
な
る
も

の
で
あ
り
、
引
用
直
後
の
記
述
の
内
容
を
前
提
に
判
断
す
れ
ば
、
容
易
に
ア
が
正
解
と
わ
か
る
。「
活
き
た
る
物
」
が
そ
れ
ぞ
れ
、
イ
「
風
流
心
」、
ウ
「
活

動
的
な
趣
」、
エ
「
生
き
て
い
た
風
情
の
あ
る
も
の
（
こ
れ
で
は
何
か
の
生
命
体
で
あ
る
）」
オ
「
風
趣
が
あ
っ
た
こ
と
」
と
な
っ
て
い
て
、
い
ず
れ
も
「
風

雅
の
種
」
と
は
い
え
な
い
も
の
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
引
用
直
後
の
記
述
内
容
と
ズ
レ
て
い
る
。

問
７	

本
文
第
六
段
落
目
以
降
が
、
藤
原
俊
成
や
連
歌
師
な
ど
中
世
歌
人
の
自
然
へ
の
態
度
と
蕉
風
俳
諧
の
自
然
へ
の
態
度
の
対
比
で
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る



こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
比
較
的
簡
単
に
答
え
が
出
せ
る
。
中
世
歌
人
た
ち
の
自
然
認
識
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
の
は
本
文
第
七
段
落
目
と
第
十
二
段
落
目

で
、
傍
線
部
「
自
然
観
」
の
説
明
と
し
て
一
番
適
切
な
部
分
を
探
せ
ば
よ
い
。
な
お
、
正
徹
を
例
に
と
っ
た
部
分
は
「
吉
野
」
と
い
う
具
体
例
に
よ
る
説

明
の
形
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
一
般
化
さ
れ
た
「
自
然
観
」
の
説
明
と
し
て
は
正
解
部
分
に
劣
る
。

問
８	
前
問
同
様
、
対
比
の
論
理
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
れ
ば
、
第
十
三
段
落
目
に
「
芭
蕉
も
ま
た
、
俗
語
を
正
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

い
う
ま
で
も
な
い
が
、
正
す
と
い
う
こ
と
は
」（
59
行
目
）
云
々
と
あ
る
部
分
に
正
解
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
傍
線
部
直
後
の
段
落
末

尾
「
俗
語
と
の
葛
藤
を
へ
て
詩
語
に
転
化
さ
れ
る
」（
57
～
58
行
目
）
も
正
解
候
補
た
り
得
る
が
、
傍
線
部
「
正
す
」
に
対
し
て
「
転
化
さ
れ
る
」
と
受

身
の
表
現
に
な
っ
て
い
る
点
か
ら
、
傍
線
部
と
は
主
体
が
違
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
点
で
正
解
よ
り
劣
る
。

問
９	

こ
の
段
落
で
例
示
さ
れ
て
い
る
中
世
の
歌
人
正
徹
に
は
な
い
「
意
識
」
が
傍
線
部
の
「
松
の
事
は
松
に
習
へ
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
、
各
選

択
肢
を
検
討
す
れ
ば
よ
い
。

　
　

ア　
「
現
実
を
超
え
た
独
自
の
詩
境
を
確
立
」
の
部
分
は
、
傍
線
部
直
後
の
「
俗
語
と
の
葛
藤
を
へ
て
詩
語
に
転
化
」
に
対
応
す
る
内
容
で
あ
る
。
つ
ま

り
本
文
の
内
容
を
お
さ
え
て
は
い
る
も
の
の
、
傍
線
部
自
体
の
「
説
明
」
と
い
う
点
で
は
イ
の
「
現
実
に
裏
打
ち
さ
れ
た
詩
的
情
趣
を
感
得
」
の
ほ
う

が
よ
い
。

　
　

ウ　
「
素
直
に
言
葉
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
為
を
排
し
た
」
云
々
は
本
文
中
に
ま
っ
た
く
根
拠
の
な
い
記
述
。

　
　

エ　
「
象
徴
化
し
普
遍
化
し
た
次
元
」
で
は
正
徹
の
態
度
と
差
が
な
く
な
る
。

　
　

オ　
「
習
得
」
の
対
象
が
「
現
実
と
相
互
に
交
感
す
る
詩
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

問
10	

芭
蕉
と
い
う
と
、『
奥
の
細
道
』
に
代
表
さ
れ
る
紀
行
ば
か
り
が
有
名
だ
が
、
彼
の
最
も
重
要
な
業
績
は
詩
（
つ
ま
り
芭
蕉
の
場
合
は
俳
諧
）
に
あ
る
。

そ
の
部
分
に
つ
い
て
の
知
識
は
盲
点
に
な
り
や
す
い
の
で
注
意
し
て
お
く
こ
と
。
正
解
の
『
夜
半
楽
』
は
与
謝
蕪
村
の
俳
諧
集
。
な
お
、
ウ
「
続
猿
蓑
」

エ
「
冬
の
日
」
オ
「
曠
野
」
は
『
俳
諧
七
部
集
』
に
含
ま
れ
る
俳
諧
集
だ
が
、
ア
「
虚
栗
」
は
『
俳
諧
七
部
集
』
の
一
つ
で
は
な
い
。

【
配
点
の
目
安
】　

50
点　

問
１　

各
３
点
×
２
＝
６
点　

問
２　

各
３
点
×
２
＝
６
点　

問
３　

５
点　

問
４　

５
点　

問
５　

３
点　

問
６　

各
４
点
×
２



＝
８
点　

問
７　

５
点　

問
８　

４
点　

問
９　

５
点　

問
10　

３
点　
　



【
二
】　

出
典
…
吉
本
隆
明
『
言
語
に
と
っ
て
美
と
は
何
か
』〈
第
Ⅴ
章
・
構
成
論
９　

源
氏
物
語
の
意
味
〉　

／　

オ
リ
ジ
ナ
ル
問
題　

現
代
語
訳

終
日
に
…
…
一
日
中
吹
き
込
ん
で
き
て
ま
と
わ
り
つ
く
風
の
騒
が
し
さ
に
、（
光
源
氏
は
）
仕
方
が
な
い
と
は
言
っ
て
も
、
や
は
り
た
い
そ
う
（
御
心
配
に
な
っ

て
）
お
疲
れ
に
な
っ
た
の
で
、
思
わ
ず
う
と
う
と
と
な
さ
る
。（
光
源
氏
ほ
ど
の
方
が
御
滞
在
に
な
る
に
は
）
畏
れ
多
い
ほ
ど
の
（
み
す
ぼ
ら
し
い
）
お
住
ま

い
（
の
様
子
）
だ
っ
た
の
で
、
た
だ
（
光
源
氏
は
）
寄
り
か
か
っ
て
（
う
た
た
ね
を
し
て
）
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
、（
い
つ
の
ま
に
か
）
故
桐
壺
院
が
、
ま
っ
た

く
（
こ
の
世
に
）
生
き
て
お
ら
れ
た
お
姿
も
そ
の
ま
ま
に
（
夢
枕
に
）
お
立
ち
に
な
っ
て
、「
な
ぜ
こ
ん
な
粗
末
な
と
こ
ろ
に
な
ど
い
る
の
か
」
と
（
言
っ
）
て
、

（
光
源
氏
の
）
手
を
取
っ
て
（
さ
か
ん
に
）
お
引
き
上
げ
に
な
る
。「
住
吉
大
明
神
の
お
導
き
に
な
る
の
に
従
っ
て
、
は
や
く
船
を
出
し
て
、
こ
の
（
須
磨
の
）

浜
辺
を
立
ち
去
っ
て
し
ま
い
な
さ
い
」
と
（
故
桐
壺
院
は
光
源
氏
に
）
仰
せ
あ
そ
ば
す
。（
光
源
氏
は
）
た
い
そ
う
う
れ
し
く
て
、「（
父
上
の
）
畏
れ
多
い
面

影
と
お
別
れ
申
し
上
げ
て
以
来
、
さ
ま
ざ
ま
に
悲
し
い
こ
と
が
多
く
あ
る
ば
か
り
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
も
う
い
っ
そ
、
こ
の
（
須
磨
の
）
海
岸
に
身
を
投
げ

捨
て
て
し
ま
お
う
か
（
と
思
い
ま
す
）」
と
（
光
源
氏
が
故
桐
壺
院
に
）
申
し
上
げ
な
さ
っ
た
と
こ
ろ
、「（
そ
ん
な
こ
と
は
）
決
し
て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ

と
だ
。
こ
（
の
そ
な
た
の
今
の
境
遇
）
は
、
た
だ
単
に
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
の
報
い
な
の
だ
。
私
は
（
帝
の
）
位
に
あ
っ
た
と
き
、（
意
識
的
に
は
）
過
っ

た
行
為
は
し
な
か
っ
た
の
だ
が
、
自
然
の
成
り
行
き
で
仏
道
に
背
く
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
、（
し
か
し
な
が
ら
）
そ
の
罪
（
の
つ
ぐ
な
い
）
を
全
う
す
る
ほ
ど

の
時
間
が
な
く
て
（
死
ん
で
し
ま
い
）、
こ
の
世
の
こ
と
を
顧
み
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、（
そ
れ
で
も
そ
な
た
が
）
た
い
そ
う
（
ふ
さ
ぎ
こ
ん
で
）

物
思
い
に
沈
ん
で
い
る
（
様
子
）
を
見
る
の
は
堪
え
が
た
く
て
、（
あ
の
世
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
）
海
に
入
り
、
海
岸
に
上
が
っ
て
（
こ
こ
ま
で
や
っ
て
来
て
）、
た

い
そ
う
苦
労
は
し
た
が
、
こ
う
し
た
よ
い
機
会
に
宮
中
に
（
行
っ
て
帝
に
）
奏
上
し
た
ほ
う
が
い
い
こ
と
も
あ
る
（
と
い
う
こ
と
）
に
よ
っ
て
、（
こ
う
し
て

こ
こ
に
）
急
い
で
上
が
っ
て
き
た
の
だ
」
と
（
言
っ
）
て
、（
故
桐
壺
院
は
）
立
ち
去
っ
て
お
し
ま
い
に
な
っ
た
。（
光
源
氏
は
父
院
と
の
久
々
の
対
面
に
）
飽

き
足
り
ず
、
悲
し
い
気
持
ち
で
、「（
私
も
）
お
供
に
是
非
と
も
参
り
ま
し
ょ
う
」
と
、
泣
き
に
泣
い
て
お
し
ま
い
に
な
っ
て
、（
ふ
と
故
桐
壺
院
の
方
を
）
お

見
上
げ
に
な
っ
た
と
こ
ろ
、
人
影
も
な
く
、
た
だ
月
の
顔
が
こ
う
こ
う
と
（
明
る
く
照
る
）
ば
か
り
で
、（
そ
れ
で
も
な
お
）
夢
を
見
た
と
い
う
気
も
し
な
い
。

罪
得
ぬ
べ
き
…
…
（
関
わ
り
合
い
に
な
る
こ
と
で
）
罪
作
り
を
し
て
し
ま
い
そ
う
な
案
内
役
だ
（
か
ら
こ
れ
以
上
は
関
わ
る
ま
い
）
と
、（
あ
の
方
〔
＝
浮
舟
〕

が
私
〔
＝
薫
〕
の
こ
と
を
）
見
な
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
（
非
常
に
）
恥
ず
か
し
い
。
私
が
出
家
し
な
い
ま
ま
の
姿
で
、
今
ま
で
過
ご
し
て
き

た
こ
と
が
（
自
分
で
も
）
い
か
に
も
不
思
議
な
こ
と
な
の
で
す
。（
と
い
う
の
も
、
私
は
）
幼
か
っ
た
（
こ
ろ
）
か
ら
、（
遁
世
を
）
願
う
気
持
ち
が
深
う
ご
ざ



い
ま
し
た
が
、
三
条
の
宮
〔
＝
母
で
あ
る
女
三
の
宮
〕
が
傍
目
に
も
心
細
い
御
様
子
で
、
頼
り
が
い
も
な
い
こ
の
私
だ
け
を
拠
り
所
に
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る

の
が
、
捨
て
去
り
が
た
い
出
家
の
妨
げ
の
よ
う
に
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
で
、（
ず
っ
と
こ
の
俗
世
に
）
関
わ
り
続
け
て
し
ま
い
ま
す
う
ち
に
、
自
然
と

（
私
の
）
官
位
な
ど
と
い
う
も
の
も
高
く
な
っ
て
（
し
ま
い
）、
自
分
自
身
の
扱
い
方
も
思
い
通
り
に
な
り
に
く
く
な
ど
な
っ
て
（
し
ま
っ
て
）、（
遁
世
の
気
持

ち
を
）
心
に
念
じ
な
が
ら
も
（
ぐ
ず
ぐ
ず
と
歳
月
が
）
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
す
（
う
ち
）
に
、
ま
た
、
避
け
よ
う
の
な
い
（
さ
ま
ざ
ま
な
俗
事
の
）
こ
と
も
、
数

多
く
（
私
の
身
に
）
つ
き
ま
と
い
つ
き
ま
と
い
す
る
ば
か
り
で
暮
ら
し
て
は
き
た
の
で
す
が
、
公
私
に
（
わ
た
っ
て
）、（
こ
の
俗
世
か
ら
）
離
れ
ら
れ
な
い
こ

と
に
つ
け
て
も
、
そ
の
よ
う
な
（
い
つ
ま
で
も
出
家
も
し
な
い
よ
う
な
）
状
態
で
あ
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
（
と
我
な
が
ら
思
わ
れ
ま
す
）。
云
々
。

問
１	

薫
と
匂
宮
に
は
さ
ま
れ
て
自
殺
を
は
か
ろ
う
と
し
た
り
、
出
家
し
た
り
す
る
浮
舟
〔
31
字
・
32
行
目
〕

問
２	

ウ　
　
　
　

問
３　

エ

問
４	

⑷　

⒜
＝
ウ　
　

⒝
＝
オ　
　

⒞
＝
ウ　
　
　

⑸　

⒜
＝
イ　
　

⒝
＝
オ　
　

⒞
＝
イ

問
５	

此
の
浦
を
去
り
ね
〔
７
字
・
９
行
目
〕　　
　
　
　

問
６　

エ

問
７	

薫
大
将
・
現
世　
　
　
　
　

問
８　

源
氏
・
薫
大
将

問
９	

Ｘ
＝
エ　
　
　
　

Ｙ
＝
ウ　
　
　
　

Ｚ
＝
オ

問
１	

こ
れ
に
関
し
て
は
、「
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
」（
＝
ど
っ
ち
つ
か
ず
・
相
反
す
る
感
情
の
板
挟
み
に
あ
う
状
態
）
と
い
う
言
葉
が
34
行
目
に
再
び
登
場
し
て

い
る
こ
と
に
気
が
つ
け
ば
容
易
に
見
出
せ
た
は
ず
。
こ
の
部
分
で
「
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
に
悩
む
女
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
「
浮
舟
」。
あ
と
は
字
数
制
限

解
答

解
説



に
合
わ
せ
て
抜
き
出
せ
ば
Ｏ
Ｋ
。
こ
の
「
浮
舟
」
が
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
の
女
と
並
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
傍
線
部
の
直
前
の
「『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』

や
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
登
場
人
物
た
ち
と
お
な
じ
よ
う
に
」（
３
～
４
行
目
）
と
い
う
表
現
に
合
う
。

　
　
　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
同
一
表
現
・
類
似
表
現
に
着
目
す
る
こ
と
で
解
答
が
導
け
る
の
で
あ
る
。

問
２	
こ
の
傍
線
部
の
「
ね
」
は
、
動
詞
の
連
用
形
に
接
続
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
《
完
了
》
の
助
動
詞
「
ぬ
」
で
あ
る
。
イ
段
の
音
に
接
続
し
て
い
る
「
ね
」

を
探
し
て
い
け
ば
あ
っ
さ
り
と
ウ
に
絞
れ
る
。
エ
も
イ
段
の
音
に
接
続
し
て
い
る
が
こ
れ
は
ナ
変
動
詞
「
死
ぬ
」
の
命
令
形
の
活
用
語
尾
で
あ
る
。
ア
は

未
然
形
に
接
続
し
て
い
る
の
で
、
打
ち
消
し
の
助
動
詞
「
ず
」
の
已
然
形
。
イ
と
オ
は
あ
ま
り
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
用
法
で
は
な
い
（
上
代
の
用
法
で
あ
る
）
が
、

終
助
詞
と
し
て
「
な
む
」
と
同
じ
よ
う
に
「
他
に
あ
つ
ら
え
望
む
願
望
」
の
意
を
つ
け
加
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
ね
」
は
動
詞
の
未
然
形
、
も
し
く

は
助
詞
「
そ
」
に
接
続
す
る
も
の
で
あ
る
。

問
３	

傍
線
部
の
直
前
が
「
我
は
位
に
在
り
し
時
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
「
過
つ
事
」
が
、「
帝
と
し
て
の
立
場
上
は
」
の
意
味
で
あ
る
こ
と
は

推
察
で
き
よ
う
。
そ
う
解
釈
す
れ
ば
、
そ
れ
と
の
対
比
で
傍
線
部
の
「
自
か
ら
」
が
「
た
ま
た
ま
・
偶
然
・
自
然
と
」
の
意
味
に
取
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
意
味
合
い
を
最
も
忠
実
に
反
映
し
て
い
る
選
択
肢
は
エ
。
ウ
は
逆
で
あ
る
。
ア
や
オ
の
よ
う
に
罪
の
「
程
度
」
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

こ
こ
で
は
「
性
質
」
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
イ
は
後
半
部
分
の
「
自
分
が
犯
罪
者
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
」
の
部
分
が
誤
り
。

問
４	

簡
単
な
の
は
双
方
と
も
に
⒝
で
あ
ろ
う
。「
敬
意
の
起
点
」
は
、
敬
語
の
種
類
に
か
か
わ
ら
ず
そ
の
語
を
発
し
た
人
（
会
話
文
な
ら
話
者
、
地
の
文
な

ら
筆
者
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ど
ち
ら
も
地
の
文
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
⒝
に
あ
た
る
の
は
オ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
傍
線
部
は
⑷
・
⑸
と

も
に
尊
敬
の
補
助
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
⒞
の
「
敬
意
の
対
象
」
は
⒜
の
「
動
作
主
」
と
同
じ
に
な
る
、
と
い
う
わ
け
で
動
作

主
を
読
み
取
っ
て
い
く
こ
と
が
カ
ギ
に
な
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
引
用
部
分
直
後
の
「
こ
れ
は
源
氏
が
明
石
の
流
謫
地
で
、
夢
に
故
院
が
あ
ら
わ

れ
て
流
謫
を
と
か
れ
る
夢
告
を
う
け
る
く
だ
り
で
あ
る
」（
17
行
目
）
の
一
文
を
押
さ
え
、
な
お
か
つ
こ
の
引
用
部
分
が
そ
の
最
後
の
場
面
で
あ
る
こ
と

を
押
さ
え
れ
ば
、
引
用
さ
れ
た
「
明
石
」
そ
れ
自
体
を
全
部
読
ま
ず
と
も
推
測
で
き
る
は
ず
。
夢
告
を
終
え
て
「
立
ち
去
」
っ
た
の
は
故
院
、
そ
れ
を
「
見

上
げ
」
た
の
は
源
氏
で
あ
る
。
詳
し
く
は
現
代
語
訳
を
参
照
の
こ
と
。



問
５	

前
問
で
も
検
討
し
た
と
お
り
、
こ
の
「
夢
告
」
を
し
た
の
は
「
故
院
」。
彼
の
科
白
は
引
用
文
中
で
は
「
何
ど
斯
く
…
…
」「
住
吉
の
…
…
」「
い
と
有

る
ま
じ
き
…
…
」
の
三
つ
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
で
「
内
容
を
的
確
に
」
示
す
部
分
を
探
し
て
い
け
ば
い
い
。
こ
こ
で
は
、
問
２
で
検
討
し
た
よ
う
に
、「
此

の
浦
を
去
り
ね
」
の
部
分
だ
け
が
源
氏
に
対
す
る
命
令
に
な
っ
て
い
る
（
他
の
部
分
に
は
命
令
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
つ
表
現
は
な
い
）
こ
と
に
気
が
つ
け

ば
、
模
範
解
答
部
分
が
抜
き
出
せ
よ
う
。

　

付
言
す
れ
ば
、「
他
で
設
問
に
な
っ
て
い
る
部
分
は
抜
き
書
き
の
解
答
に
な
ら
な
い
」
と
勝
手
に
決
め
て
か
か
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
実
際
の
入
試
で

も
、
傍
線
部
を
含
む
部
分
が
抜
き
書
き
の
解
答
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

問
６	

こ
の
問
題
文
は
『
源
氏
物
語
』
の
前
の
部
分
と
後
の
部
分
と
を
比
べ
る
こ
と
に
よ
り
、〈
貴
種
流
離
〉
の
パ
タ
ー
ン
が
転
換
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
空
欄
部
分
は
、
そ
の
前
半
部
分
に
つ
い
て
の
説
明
部
分
で
あ
る
。
こ
の
内
容
は
、
後
の
部
分
に
「
薫
大
将
で
は
貴
種
流
離
は
、
天

上
か
ら
地
上
へ
で
は
な
く
、
地
上
か
ら
煉
獄
へ
の
関
係
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
」（
31
～
32
行
目
）
と
説
明
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
着
目
で
き
れ
ば
、
簡

単
に
「
天
上
か
ら
」
と
わ
か
る
。
こ
の
意
味
合
い
を
反
映
し
て
い
る
選
択
肢
は
エ
の
み
。

問
７	

こ
れ
も
古
文
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
く
よ
り
は
、
現
代
文
部
分
を
探
っ
て
い
っ
た
方
が
ラ
ク
で
あ
る
。「
薫
大
将
で
は
、
も
う
幼
時
か
ら
現
世
を
否

定
す
る
こ
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
に
〈
三
条
の
宮
〉
の
孤
独
に
ほ
だ
さ
れ
、
現
世
に
か
か
わ
っ
て
い
る
う
ち
に
…
…
」（
29
～
30
行
目
）
の
部
分
が
こ
の
傍
線

部
に
相
当
し
て
い
る
こ
と
を
見
抜
け
れ
ば
、
こ
こ
で
の
「
関
係
ひ
」
は
「
薫
大
将
」
と
「
現
世
」
と
の
そ
れ
と
わ
か
る
。

問
８	

〈
貴
種
流
離
〉
と
は
、
生
ま
れ
の
高
貴
な
主
人
公
が
、
人
里
離
れ
た
異
界
に
流
さ
れ
て
数
奇
な
運
命
を
お
く
る
、
と
い
う
古
代
の
物
語
に
あ
り
が
ち
な

パ
タ
ー
ン
を
意
味
す
る
。
問
題
文
中
で
「
源
氏
」
の
こ
と
を
「
い
わ
ば
現
世
に
あ
っ
て
流
浪
の
宿
命
を
う
け
た
〈
貴
種
〉」（
17
～
18
行
目
）
と
述
べ
て
い

る
こ
と
に
気
が
つ
け
ば
、
だ
い
た
い
の
意
味
合
い
は
わ
か
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
文
章
前
半
部
に
お
け
る
〈
貴
種
〉
は
「
源
氏
」
で
あ
り
、
そ

れ
と
対
比
さ
れ
る
後
半
部
の
〈
貴
種
〉
は
「
薫
大
将
」
で
あ
る
。

問
９	

問
題
文
の
内
容
よ
り
、
空
欄
に
入
る
も
の
は
い
ず
れ
も
『
源
氏
物
語
』
以
後
の
物
語
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
点
で
ア
お
よ
び
カ
（
十
世
紀
半
ば

の
成
立
）・
イ
（
十
世
紀
後
半
の
成
立
）
は
外
れ
る
。
あ
と
は
内
容
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
入
れ
て
い
く
。
Ｘ
は
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
が
手
が
か
り
に



な
る
の
で
比
較
的
簡
単
な
は
ず
だ
。
Ｚ
は
「
主
題
の
あ
つ
か
い
か
た
の
特
異
性
」
か
ら
「
と
り
か
へ
ば
や
」
が
、
残
る
Ｙ
は
「
狭
衣
物
語
」
が
、
そ
れ
ぞ

れ
入
る
。

【
配
点
の
目
安
】　

50
点　

問
１　

５
点　

問
２　

３
点　

問
３　

４
点　

問
４　

⑷
⑸
と
も
⒜
・
⒝
＝
１
点
・
⒞
＝
２
点
（
計
８
点
）　

問
５　

５
点　

問
６

　

４
点　

問
７　

各
３
点
×
２
＝
６
点　

問
８　

各
３
点
×
２
＝
６
点　

問
９　

各
３
点
×
３
＝
９
点　
　



【
補
充
問
題
】

出
典
…
『
唐
詩
紀
事
』
巻
八
「
陳
子
昂
」　

／　

オ
リ
ジ
ナ
ル
問
題

書
き
下
し
文

　

陳ち
ん

子す

昂が
う

初は
じ

め
て
京き
や
うに
入い

り
し
と
き
、
人ひ
と

に
知し

ら
れ
ず
。
胡こ

琴き
ん

を
売う

る
者も
の

有あ

り
、
価あ
た
ひは
百
ひ
や
く

万ま
ん

な
り
。
豪が
う

貴き

伝で
ん

視し

し
て
、
弁べ
ん

ず
る
者も
の

無な

し
。
子す

昂が
う

突と
つ

出
し
ゆ
つ
し
、
左さ

右い
う

を
顧
か
へ
り
みて
千せ
ん

緡び
ん

を
以も
つ

て
之こ
れ

を
市か

ふ
。
衆
し
ゆ
う

驚
お
ど
ろ
き
問と

ふ
に
、
答こ
た

へ
て
曰い
は

く
、「
余よ

此こ

の
楽が
く

を
善よ

く
す
」
と
。
皆み
な

曰い
は

く
、「
聞き

く
を
得う

べ
き
か
」
と
。
曰い
は

く
、「
明
み
や
う

日に
ち

宣せ
ん

陽や
う

里り

に
集つ
ど

ふ
べ
し
」
と
。
期き

の
ご
と
く
し
て
偕と
も

に
往ゆ

け
ば
、
則す
な
はち

酒し
ゆ

肴か
う

畢
こ
と
ご
と

く
具そ
な

は
り
、
胡こ

琴き
ん

を
前ま
へ

に
置お

く
。
食し
よ
くし

畢を
は

り
、
琴き
ん

を
捧さ
さ

げ
て
語か
た

り
て
曰い
は

く
、

「
蜀
し
よ
く

人ひ
と

陳ち
ん

子す

昂が
う

、
文ぶ
ん

百ひ
や
く

軸ぢ
く

有あ

る
も
、
京け
い

轂こ
く

に
馳ち

走そ
う

し
、
塵ぢ
ん

土ど

に
碌ろ
く

碌ろ
く

と
し
て
、
人ひ
と

に
知し

ら
れ
ず
。
此こ

の
楽が
く

は
賤せ
ん

工こ
う

の
役え
き

に
し
て
、
豈あ

に
宜よ
ろ

し
く
心こ
こ
ろに

留と
ど

む
べ

け
ん
や
」
と
。
挙あ

げ
て
之こ
れ

を
砕く
だ

き
、
其そ

の
文ぶ
ん

軸ぢ
く

を
以も
つ

て
遍あ
ま
ねく

会く
わ
いせ

る
者も
の

に
贈お
く

る
。
一い
ち

日に
ち

の
内う
ち

、
声せ
い

華く
わ

都み
や
こに

溢あ
ふ

る
。
時と
き

に
武ぶ

攸い
う

宜ぎ

建け
ん

安あ
ん

王わ
う

と
為な

り
、
辟め

し
て
書し
よ

記き

と
為な

す
。

現
代
語
訳

　

陳
子
昂
が
初
め
て
上
京
し
た
時
、
彼
の
名
は
誰
に
も
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
胡
琴
を
売
っ
て
い
る
者
が
い
て
、
代
価
は
百
万
銭
で
あ
っ
た
。
富
貴
の
人
々

は
次
々
に
見
に
来
た
が
、
そ
の
価
値
が
わ
か
る
人
は
い
な
か
っ
た
。
子
昂
は
突
然
と
び
出
し
、
左
右
を
見
回
し
て
百
万
銭
を
出
し
て
そ
れ
を
買
っ
た
。
衆
人
が

驚
い
て
問
う
と
、
子
昂
は
「
私
は
胡
琴
の
楽
が
得
意
な
の
で
す
」
と
答
え
た
。
人
々
が
「
聞
か
せ
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
」
と
願
う
と
、
子
昂
は
「
明
日
、
宣

陽
里
に
お
集
ま
り
く
だ
さ
い
」
と
答
え
た
。
約
束
の
通
り
に
そ
ろ
っ
て
行
く
と
、
酒
や
肴
が
す
べ
て
そ
な
え
ら
れ
、
胡
琴
が
前
に
置
か
れ
て
い
た
。
食
事
が
終

わ
る
と
、
子
昂
は
琴
を
さ
さ
げ
持
っ
て
話
し
出
し
た
こ
と
は
、「
蜀
の
出
身
の
陳
子
昂
は
、
百
巻
の
文
軸
を
持
ち
な
が
ら
、
京
の
都
を
走
り
回
り
、
塵
や
ほ
こ

り
の
中
で
う
だ
つ
は
あ
が
ら
ず
、
名
前
も
知
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
音
楽
（
と
い
う
も
の
）
は
卑
し
い
楽
工
の
仕
事
で
、
ど
う
し
て
心
に
か
け
る

べ
き
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
（
心
に
か
け
る
べ
き
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）」
と
。
そ
し
て
胡
琴
を
持
ち
あ
げ
て
砕
き
、（
自
作
の
詩
文
を
記
し
た
）
文
軸
を

あ
ま
ね
く
参
会
者
に
贈
呈
し
た
。
彼
の
詩
文
の
名
声
は
、
一
日
の
う
ち
に
長
安
中
に
知
れ
渡
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
武
攸
宜
が
建
安
王
に
封
ぜ
ら
れ
た
が
、

彼
は
陳
子
昂
を
召
し
て
書
記
に
任
じ
た
の
で
あ
っ
た
。



問
１　

ホ　
　
　

問
２　

有
㆘

売
㆓

胡
琴
㆒

者
㆖

問
３　

ロ　
　
　

問
４　

イ

問
１　

受
身
の
基
本
構
文
の
一
つ
に
「
為
㆓

Ａ
所
㆒㆑

Ｂ
（
Ａ
の
Ｂ
す
る
所
と
為
る
）」
が
あ
る
。〈
人
に
知
ら
れ
る
〉
と
い
う
意
味
を
こ
の
形
を
使
っ
て
表
す
と

「
為
㆓

人
所
㆒㆑

知
（
人
の
知
る
所
と
為
る
）」
と
な
る
。
そ
の
否
定
は
「
不
㆑

為
㆓

人
所
㆒㆑

知
」
の
形
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、「
為
㆓

Ａ
所
㆒㆑

Ｂ
」
の
形
の
場
合
、

時
に
「
為
」
か
「
所
」
の
ど
ち
ら
か
の
文
字
が
省
略
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
「
為
Ａ
Ｂ
」「
Ａ
所
Ｂ
」
の
形
に
な
る
が
、
受
身
形
に
は
か
わ

り
が
な
い
。
そ
こ
か
ら
、「
為
」「
所
」
を
受
身
の
助
動
詞
と
見
な
し
「
る
・
ら
る
」
と
読
む
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
傍
線
部
は
「
所
」
が
省
略
さ
れ

た
形
で
、
さ
ら
に
否
定
詞
「
不
」
を
と
も
な
っ
て
い
る
。
選
択
肢
で
は
ホ
「
ひ
と
に
し
ら
れ
ず
」
が
最
適
。

問
２	

「
胡
琴
」
は
、
西
方
異
民
族
の
弦
楽
器
の
名
。
胡こ

弓き
ゅ
う（
三し
ゃ

味み

線せ
ん

に
似
た
形
の
三
弦
で
、
小
さ
な
弓
で
こ
す
っ
て
鳴
ら
す
）
の
こ
と
で
あ
る
と
も
言
わ
れ

る
。
傍
線
部
は
「
胡
琴
を
売
る
者
有
り
」
と
訓
読
す
る
部
分
。
一
・
二
点
の
ほ
か
に
上
・
下
点
も
使
う
。
基
礎
的
句
形
の
一
つ
。

問
３	

百
万
銭
を
ポ
ン
と
は
た
い
て
胡
琴
を
購
入
し
た
陳
子
昂
に
向
か
っ
て
、
人
々
は
そ
の
胡
琴
に
そ
ん
な
価
値
が
あ
る
の
か
を
尋
ね
る
。「
私
は
こ
の
音
楽

が
得
意
な
の
で
す
」
と
答
え
る
陳
子
昂
に
人
々
が
言
う
言
葉
は
、「
聞
か
せ
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。「
聞
く
を
得
べ
き
か
」

と
読
む
べ
き
箇
所
で
、
正
解
は
ロ
。

問
４	

「
宜
」
は
「
よ
ろ
し
く
…
…
べ
し
」
と
い
う
再
読
文
字
。
傍
線
部
は
「
豈
に
宜
し
く
心
に
留と
ど

む
べ
け
ん
や
」
と
訓
読
す
る
。
陳
子
昂
は
「
此
の
楽が
く

は
賤

工
の
役え
き（

こ
の
音
楽
は
身
分
の
低
い
楽
工
の
仕
事
）」
で
あ
る
と
言
い
、
だ
か
ら
お
集
ま
り
の
高
貴
な
皆
様
が
「
心
に
か
け
る
べ
き
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」

と
続
け
、
胡
琴
を
持
ち
上
げ
て
砕
い
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
後
陳
子
昂
は
集
ま
っ
た
有
力
者
た
ち
に
自
分
の
文
軸
を
贈
呈
し
、
一
日
の
う
ち
に
「
声
華
」
を
都
に
あ
ふ
れ
さ
せ
た
。
つ
ま
り
、
彼
の
文
学
が
広

く
知
れ
わ
た
っ
た
の
で
あ
る
。
建
安
王
と
な
っ
た
武
攸
宜
に
、
書
記
の
官
に
任
じ
ら
れ
た
の
も
、
そ
の
「
声
華
」
ゆ
え
で
あ
っ
た
。

解
答

解
説


