
早稲田大学文化構想学部

2023年度入試問題の訂正内容

＜文化構想学部 一般選抜、一般選抜（英語4技能テスト利用

方式）、一般選抜（共通テスト利用方式） ＞ 

〖国語】

R問題冊子 11ページ：設問（三）問二十三

設問の記述に不十分な部分があったため、適切な解答に

至らないおそれがあると判断しました。当該箇所の設問

につきましては、解答の有無・内容にかかわらず、受験

生全員に得点を与えることといたします。

以上
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注

意

試
験
開
始
の
指
示
が
あ
る
ま
で
、
問
題
冊
子
お
よ
び
解
答
用
紙
に
は
手
を
触
れ
な
い
こ
と
。

問
題
は

2
1
且
ペ
ー
ジ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
試
験
中
に
問
題
冊
子
の
印
刷
不
鮮
明
、
ペ
ー
ジ
の
落
丁
・

乱
丁
お
よ
び
解
答
用
紙
の
汚
損
等
に
気
付
い
た
場
合
は
、
手
を
挙
げ
て
監
督
員
に
知
ら
せ
る
こ
と
。

解
答
は
す
べ
て
、

H

B
の
黒
鉛
筆
ま
た
は

H
B
の
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
で
記
入
す
る
こ
と
。

4

マ
ー
ク
解
答
用
紙
記
入
上
の
注
意

(
1
)
印
副
さ
れ
て
い
る
受
験
番
号
が
、
自
分
の
受
験
番
号
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、

氏
名
欄
に
氏
名
を
記
入
す
る
こ
と
。

マ
ー
ク
欄
に
は
、
は
っ
き
り
と
マ
ー
ク
す
る
こ
と
。

に
、
消
し
残
し
が
な
い
よ
う
に
よ
く
消
す
こ
と
。

5

記
述
解
答
用
紙
記
入
上
の
注
意

(
1
)
記
述
解
答
用
紙
の
所
定
欄

(
2
カ
所
）
に
、
氏
名
お
よ
び
受
験
番
号
を
正
確
に
丁
寧
に
記
入
す
る
こ
と
。

(
2
)
所
定
欄
以
外
に
受
験
番
号
・
氏
名
を
記
入
し
た
解
答
用
紙
は
採
点
の
対
象
外
と
な
る
場
合
が
あ
る
。

(
3
)
受
験
番
号
の
記
入
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
数
字
見
本
に
し
た
が
い
、
読
み
や
す
い
よ
う
に
、
正
確
に

丁
寧
に
記
人
す
る
こ
と
。

―
数
字
見
本
一
°
-
|
＿

2

一3
一4
―5
―6
_
7―8

—9
一

(4)
受
験
番
号
は
右
詰
め
で
記
入
し
、
余
白
が
生
じ
る
場
合
で
も
受
験
番
号
の
前
に
「

0
」
を
記
入
し
な

い
こ
と
。
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マ
ー
ク
す
る
時

P
'艮い
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マ
ー
ク
を
消
す
時

0
良
い

(3

>

解
答
は
す
べ
て
所
定
の
解
答
欄
に
記
人
す
る
こ
と
。
所
定
欄
以
外
に
何
か
を
記
入
し
た
解
答
用
紙
は
、

採
点
の
対
象
外
と
な
る
場
合
が
あ
る
。

問
題
冊
子
の
余
白
等
は
適
宜
利
用
し
て
よ
い
が
、
ど
の
ペ
ー
ジ
も
切
り
離
さ
な
い
こ
と
。

試
験
終
了
の
指
ホ
が
出
た
ら
、
す
ぐ
に
解
答
を
や
め
、
筆
記
用
具
を
置
き
解
答
用
紙
を
裏
返
し
に
す
る
こ
と
。

終
［
の
指
示
に
従
わ
な
い
場
合
は
、
答
案
の
す
べ
て
を
無
効
と
す
る
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

い
か
な
る
場
合
で
も
、
解
答
用
紙
は
必
ず
提
出
す
る
こ
と
。

試
験
終
了
後
、
問
題
冊
子
は
持
ち
帰
る
こ
と
。

事

2
0
2
3
年
度

0
悪
い

9

9

,

 

0
悪
い

項

国
〇
悪
い

9

9

9

9

,

 

〇
悪
い

ま
た
、

（
問
題
）

訂
正
す
る
場
合
は
、

五
口

1
1
1
1

日
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消
し
ゴ
ム
で
丁
寧

ー



ヽ
~

一

次

の

A
.
B
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
よ
。
な
お
、

（
 

「
漢
字
御
廃
止
之
議
」
で
あ
る
。

A
 言

語
の
本
体
は
あ
く
ま
で
オ
ト
で
あ
る
と
い
う
近
代
言
語
学
の
認
識
か
ら
す
れ
ば
、
た
し
か
に
文
字
は
言
語
に
と
っ
て
た
ん
な
る
外
皮
に

す
ぎ
な
い
。
化
粧
や
衣
装
を
い
く
ら
奮
発
し
て
み
て
も
人
間
の
体
に
は
な
ん
ら
の
影
響
も
及
ぼ
さ
な
い
の
と
同
様
に
、
言
語
を
ど
の
よ
う
な

文
字
で
表
記
す
る
か
は
、
言
語
の
本
質
に
は
か
か
わ
り
の
な
い
「
外
的
な
」
事
実
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
言
語
学
が
そ
の
研
究
対
象
と
す

べ
き
は
オ
ト
の
研
究
て
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、
単
位
と
し
て
の
オ
ト
が
音
素
、
形
態
素
、
統
辞
な
ど
の
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ヘ
ル
で
、

た
が
い
に
関
係
を
と
り
む
す
ふ
や
り
か
た
が
、
そ
の
研
究
領
域
と
な
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
文
字
表
記
を
採
用
す
る
か
の
問
題
に
、
ど
う
し
て
人
々
は
あ
れ
ほ
ど
情
熱
を
か
た
む
け
る

こ
と
が
て
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
ほ
ん
と
う
に
文
字
の
問
題
が
言
語
に
と
っ
て
付
随
的
な
こ
と
て
あ
る
な
ら
、
フ
ラ
ン
ス
の
ア
カ
デ
ミ

ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ス
、
日
本
の
国
晶
審
議
会
、
韓
匡
の
国
語
研
究
所
や
ハ
ン
グ
ル
学
会
な
ど
は
、
ど
う
て
も
い
い
仕
事
に
か
か
わ
っ
て
莫
大

な
労
力
を
無
駄
に
つ
い
や
す
滑
稽
で
お
ろ
か
な
団
体
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

ち
ま
た

文
字
の
問
題
に
な
る
と
、
人
々
が
あ
ま
り
に
も
感
情
的
に
な
り
す
き
て
、
根
拠
の
な
い
同
志
意
識
や
敵
対
意
識
を
深
く
い
だ
く
の
は
、
巷

の
人
々
が
言
語
学
を
知
ら
な
い
素
人
だ
か
ら
て
は
な
い
。
こ
と
ば
を
話
し
て
い
る
の
は
巷
の
素
人
た
ち
て
あ
り
、
言
語
の
真
髄
も
言
語
学
者

か
独
占
す
べ
き
で
は
な
く
、
こ
の
素
人
た
ち
の
話
す
こ
と
、
そ
し
て
こ
と
ば
に
対
す
る
意
識
の
な
か
に
こ
そ
あ
る
は
ず
で
あ
る
（
じ
つ
は
、

文
字
の
問
題
に
熱
狂
す
る
の
は
、
プ
ロ
の
言
語
学
者
て
も
同
様
で
あ
る
。
一
例
を
出
す
と
、
韓
国
で
ハ
ン
グ
ル
た
け
を
使
う
か
、
そ
れ
と
も

漢
字
を
入
れ
る
か
を
め
く
つ
て
激
論
に
な
り
、
と
う
と
う
椅
子
を
投
げ
る
ほ
ど
の
肉
弾
戦
に
ま
で
い
た
っ
た
こ
と
も
あ
る
）
。

こ
こ
で
ま
ず
、
一
岳
語
の
本
質
は
、
ほ
ん
と
う
に
言
語
学
が
い
う
よ
う
な
意
味
で
の
「
構
造
」
も
し
く
は
「
体
系
」
に
あ
る
の
か
ど
う
か
を

検
討
し
て
み
よ
う
。

言
語
学
者
コ
セ
リ
ウ
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
よ
る
ラ
ン
グ
／
パ
ロ
ー
ル
、
つ
ま
り
体
系
と
実
現
体
の
一
ぷ
分
法
に
か
え
て
、
休
系
／
規
範
／
実

現
体
と
い
う
三
分
法
を
と
る
べ
き
だ
と
い
う
。
構
造
言
語
学
が
厳
密
な
意
味
で
い
う
「
体
系

(
S
i
s
t
e
m
a
)
」
と
は
、
一

I

一
で
弁
別
的

な
単
位
か
た
が
い
に
つ
く
り
だ
す
相
互
関
係
の
網
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
「
な
に
を
実
現
す
べ
き
か
」
で
は
な
く
、
「
な
に
が
実
現
さ
れ

る
べ
ぎ
で
は
な
い
か
」
を
定
め
る
の
み
て
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
意
味
で
体
系
は
、
言
語
の
可
能
性
の
領
域
を
限
定
す
る
だ
け
だ
と
い
う
。

し
か
も
、
「
体
系
」
は
言
語
学
が
学
問
的
関
心
か
ら
構
築
す
る
抽
象
的
形
式
で
あ
り
、
そ
れ
が
す
ぐ
さ
ま
言
語
の
現
実
態
を
決
定
す
る
わ
け

で
も
な
い
。

そ
れ
に
た
い
し
て
「
規
範

(
N
o
r
m
a
)
」
は
、
な
ん
ら
か
の
実
現
体
の
一

I

―
な
類
型
を
つ
く
り
だ
す
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
規
範
は

個
々
の
発
話
の
実
現
体
そ
の
も
の
て
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
た
ん
な
る
総
和
で
も
な
い
。
規
範
の
役
割
と
は
、
あ
く
ま
で
体
系
の
さ
し
だ

す
潜
在
的
な
可
能
性
を
一
皿
一
な
現
実
性
に
変
換
す
る
こ
と
に
あ
る
。

た
だ
し
、
コ
セ
リ
ウ
の
い
う
「
規
範
」
は
、
少
な
く
と
も
ふ
た
つ
の
こ
と
な
る
レ
ベ
ル
て
と
ら
え
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。
ひ
と
つ
は
具
体

的
な
言
語
行
為
が
実
際
に
し
た
が
わ
ね
ば
な
ら
な
い
パ
タ
ー
ン
と
し
て
の
規
範
て
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
話
し
手
が
言
語
に
た
い
し
て
あ
て

が
う
価
値
づ
け
の
総
体
と
し
て
の
規
範
て
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
飢
者
の
規
範
は
現
実
の
発
話
が
し
た
が
う
べ
き
「
型
」
で
あ
り
、
後
者

の
規
範
は
話
し
手
が
言
語
を
ど
の
よ
う
に
思
い
浮
か
べ
る
か
、
つ
ま
り
は
言
語
の
「
表
象
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
話
し
手
か
日
常

的
に
「

0
0
"
g」
と
い
う
姿
で
言
語
を
思
い
浮
か
べ
る
と
き
、
ひ
と
び
と
は
ま
さ
に
こ
の
言
語
の
表
象
と
し
て
の
規
範
を
思
い
浮
か
べ
て
い

る
の
で
あ
る
。

文
字
の
問
題
の
多
く
は
、
こ
の
「
規
範
」
の
領
域
に
属
す
る
。
第
一
の
意
味
で
の
規
範
、
つ
ま
り
「
刑
七
」
や
パ
タ
ー
ン
と
し
て
の
「
規

範
」
が
、
「
書
く
」
と
い
う
活
動
を
支
配
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
オ
ン
グ
が
い
う
よ
う
に
、
価
意
識
に
「
話
す
」
こ
と
は
あ

り
え
て
も
、
餌
意
識
に
「
書
く
」
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
「
書
く
」
こ
と
は
、
書
き
手
の
意
識
を
で
き
る
か
ぎ
り
統
御
す
る
こ
と
を
要
求
す

る
。
「
書
く
こ
と
」
は
あ
ら
ゆ
る
点
て
規
範
に
支
配
さ
れ
る
活
動
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
「
書
か
れ
た
も
の
」
は
規
範
を

つ
く
り
た
し
強
化
し
て
い
く
力
を
も
つ
の
で
あ
る
。

a
 

し
か
し
、
第
二
の
意
味
て
の
規
範
、
言
語
の
表
象
を
生
み
出
す
規
範
を
つ
く
り
だ
す
に
あ
た
っ
て
「
書
く
こ
と
」
が
い
か
に
重
要
で
あ
る

か
は
、
し
ば
し
ば
見
す
ご
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
「
規
範
」
の
重
要
性
が
増
大
し
た
の
は
、
ひ
と
え
に
「
文
字
11
書
く
こ
と
」

か
出
現
し
、
言
語
を
「
書
か
れ
た
も
の
」
の
す
が
た
て
表
象
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
か
ら
で
あ
ろ
う
。
い
っ
た
い
文
字
の
な
い
時
代
に
、

あ
る
一
舌
語
の
「
全
体
」
が
表
象
で
き
た
だ
ろ
う
か
。
オ
ン
グ
の
い
う
よ
う
に
、
声
の
文
化
に
お
け
る
こ
と
ば
と
は
、
一
瞬
の
う
ち
に
生
ま
れ

て
は
消
え
去
る
出
来
事
の
流
れ
な
の
て
あ
っ
て
、
声
に
出
さ
れ
ず
に
ど
こ
か
に
潜
在
的
に
存
在
し
て
い
る
は
ず
の
言
語
の
「
全
体
」
な
ど
と

い
う
抽
象
的
観
念
は
牛
じ
る
は
ず
は
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

し
た
か
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
文
字
で
書
く
か
、
ま
た
、
そ
の
文
字
て
と
の
よ
う
に
書
く
か
と
い
う
文
字
の
問
題
は
、
た
ん
な
る
表
記
法
の

技
術
の
問
題
を
は
る
か
に
こ
え
て
、
言
語
が
ど
の
よ
う
な
姿
で
表
象
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
言
語
の
規
範
的
表
象
の
成
立
の
問
題
に
深
く
か

か
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

明
治
以
来
、
日
本
が
た
え
ず
悩
み
つ
づ
け
て
き
た
い
わ
ゆ
る
「
国
字
問
題
」
は
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
と
ら
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
日
本
語

を
い
か
な
る
文
字
で
書
く
か
と
い
う
問
題
は
、
「
日
本
語
」
を
ど
の
よ
う
に
表
象
し
価
値
つ
け
る
か
と
い
う
問
題
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

〔
イ
〕
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
近
代
日
本
の
国
語
国
字
問
題
は
、
一
八
六
六
年
（
慶
応
二
）
、
当
時
の
幕
府
開
成
所
反
訳
方
で
あ
っ

た
前
島
密
が
、
十
五
代
将
軍
徳
川
慶
喜
へ
上
申
し
た
建
白
書
「
漢
字
御
廃
止
之
議
」
に
よ
っ
て
そ
の
幕
を
あ
け
る
。
ま
ず
、
そ
の
建
白
書
の

趣
旨
を
要
約
し
て
い
る
と
も
い
え
る
冒
頭
部
分
を
見
て
み
よ
う
。

「
国
家
の
大
本
は
国
民
の
教
育
に
し
て
、
其
の
教
育
は
士
民
を
論
ぜ
ず
、
国
民
に
普
か
ら
し
め
、
之
を
普
か
ら
し
め
ん
に
は
成
る
べ
く

し
ん
1
9
し

簡
易
な
る
文
字
文
章
を
用
ゐ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
其
の
深
達
高
尚
な
る
百
科
の
学
に
於
け
る
も
、
文
字
を
知
り
得
て
後
に
其
の
事
を
知
る

B
の
文
章
は

A
の
文
章
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る

2
 



注

さ
ふ
ら

う
ふ
，
～

如
き
骰
渋
迂
遠
な
る
教
授
法
を
取
ら
ず
、
渾
て
学
と
は
共
の
事
理
を
解
知
す
る
に
在
り
と
せ
ざ
る
へ
か
ら
ず
と
存
し
奉
り
候
ふ
。
果
し

て
然
ら
ば
、
御
国
に
於
て
も
西
洋
諸
国
の
如
く
音
符
字
（
仮
名
字
）
を
用
ゐ
て
教
育
を
布
か
れ
、
漠
字
は
用
ゐ
ら
れ
ず
、
終
に
は
日
常

公
私
の
文
に
漢
字
の
用
を
御
廃
止
あ
ひ
成
り
候
ふ
様
に
と
存
じ
奉
り
候
ふ
。
」

〔
口
〕
前
島
の
議
論
を
さ
さ
え
て
い
る
の
は
、
言
語
さ
ら
に
は
そ
の
音
声
の
記
号
で
あ
る
文
字
は
、
け
っ
し
て
真
の
知
識
の
対
象
て
は
な

く
、
そ
の
知
識
を
伝
逹
す
る
た
め
の
た
ん
な
る
道
貝
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
功
利
主
義
的
な
言
語
道
具
観
て
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す

れ
ば
、
文
字
は
で
き
る
た
け
忠
実
に
音
声
に
対
応
す
る
べ
き
て
あ
り
、
文
字
言
語
は
「
力
人
一
目
一
定
音
を
発
す
る
利
」
を
そ
な
え
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
頁
の
知
識
は
一

X

一
の
な
か
に
あ
る
と
い
う
実
学
思
想
か
、
前
島
の
漢
字
反
対
論
の
核
を
な
し
て
い
た

C

こ
う

し
た
立
場
か
ら
飢
島
は
、
漢
字
と
い
う
文
字
が
近
代
的
知
識
の
獲
得
と
伝
逹
に
は
な
は
だ
そ
く
わ
な
い
も
の
て
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

〔
ハ
〕
さ
ら
に
こ
こ
に
、
漢
字
反
対
論
を
牛
み
出
し
た
ひ
と
つ
の
重
要
な
要
因
と
し
て
、
中
回
文
明
か
ら
の
離
脱
の
意
志
と
西
洋
文
明
へ

の
志
向
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
島
は
、
音
声
文
字
と
形
象
文
字
の
対
立
か
西
汀
文
明
と
東
洋
文
明
と
の
対
立
を
凝
縮
し
て
あ
ら
わ

し
て
い
る
と
み
な
し
た
の
で
あ
る
。

〔
二
〕
前
島
に
よ
れ
は
、
日
本
か
政
冶
的
に
も
文
化
的
に
も
停
滞
し
た
根
本
の
原
因
は
、
「
征
見
識
な
る
彼
同
〔
中
国
〕
の
文
物
を
輸
人
す

る
と
同
し
く
、
此
の
不
便
無
益
な
る
形
象
文
字
を
も
輸
入
し
て
、
覚
に
国
字
と
倣
し
て
常
用
す
る
に
全
」
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
幸
い

に
も
、
日
本
は
日
本
独
自
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
西
洋
と
あ
い
通
し
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
「
音
符
字
」
の
仮
名
文
字
で
あ
る
。

前
島
は
「
御
国
に
於
て
は
奄
も
西
汀
諸
匡
に
譲
ら
さ
る
固
有
の
一
吉
辞
あ
り
て
、
之
を
書
す
る
に
五
十
音
の
符
字
（
仮
名
字
）
」
か
あ
る
と
い

う
。
日
本
に
仮
名
文
字
と
い
う
音
表
文
字
か
あ
る
と
い
う
こ
と
に
こ
そ
、
中
国
か
お
ち
い
っ
て
い
る
よ
う
な
危
機
か
ら
日
本
を
救
い
た
し
、

近
代
化
へ
と
ふ
み
た
す
た
め
の
可
能
性
か
あ
る
と
前
島
は
考
え
た
の
た
ろ
う
。

〔
ホ
〕
「
只
彼
の
文
字
を
用
ゐ
ず
仮
名
字
を
以
て
其
の
言
辞
を
具
の
儘
に
書
記
す
る
は
、
猶
美
匡
等
の
羅
匈
語
等
を
具
の
儘
入
れ
て
其
の
国

っ
づ
り

語
と
な
し
、
其
の
国
の
文
字
綴
を
以
て
書
記
す
る
と
同
般
」
て
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
近
代
ヨ
ー
ロ
J

パ
の
俗
語
が
ラ
テ
ン
諮
か
ら
の
遣

産
を
滋
養
と
し
な
か
ら
、
そ
の
支
配
か
ら
脱
け
た
し
て
近
代
国
民
国
家
の
言
語
と
な
っ
て
い
っ
た
過
程
は
、
日
本
語
か
漢
語
漢
文
に
た
い
し

て
と
る
べ
き
道
を
は
っ
き
り
と
指
し
示
し
て
い
る
と
前
島
は
と
ら
え
て
い
た
。
前
島
が
最
終
的
に
目
ざ
し
た
の
は
、
ま
さ
に
漠
字
廃
止
に
よ

る
文
章
の
簡
略
化
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
普
通
教
育
の
実
施
に
よ
っ
て
、
近
代
国
民
国
家
の
基
礎
と
な
る
べ
ぎ
〈
国
民
〉
を
創
り
出
す
こ
と
で

あ
っ
た
。

（
イ
・
ヨ
ン
ス
ク
『
「
国
語
」
と
い
う
思
想
』
に
よ
る
）

ア
カ
テ
ミ
ー
~
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
・
・
フ
ラ
ン
ス
の
国
立
学
術
団
体
の
―
つ
。
フ
ラ
ン
ス
語
の
基
準
を
作
る
こ
と
を
そ
の
役
割
と
し

て
い
る
。

コ
セ
リ
ウ
・
・
・
ル
ー
マ
ニ
ア
生
ま
れ
の
言
語
学
者
。
（
一
几
一

1
-
I
-

〔

0
O
I

i

)

 

ソ
シ
ュ
ー
ル
：
·
~
ス
イ
ス
の
言
語
学
者
。
(
-
八
五
七
ー
一
九
二
三
）

オ
ン
グ
：
冑
・
・
・
ア
メ
リ
カ
の
哲
学
者
。
(
-
九
―
ニ
ー
ニ

0
0
三）

深
遠
高
尚

．． 
奥
深
い
こ
と
。

穀
渋
迂
遠
：
・
・
物
事
が
困
難
で
遠
回
り
て
あ
る
こ
と
。

B
 

あ

国
家
の
大
本
は
同
民
の
教
育
に
し
て
、
其
の
教
育
は
七
民
を
論
ぜ
ず
、
国
民
に
酋
か
ら
し
め
、
之
を
普
か
ら
し
め
ん
に
は
成
る
べ
く
簡
易

ロ

し
ん
す
い

文
字

ィ
な
る
文
字
文
章
を
用
ゐ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
其
の
深
遼
高
尚
な
る
百
科
の
学
に
於
け
る
も
を
知
り
得
て
後
に
其
の
事
を
知
る
如
き
靱
渋

さ
ふ
ら

う
ゑ
ん

迂
遠
な
る
教
授
法
を
取
ら
ず
、
渾
て
学
と
は
其
の
事
蝉
を
解
知
す
る
に
在
り
と
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
存
し
奉
り
候
ふ
。
呆
し
て
然
ら
ば
、
御

国
に
於
て
も
西
洋
諸
国
の
如
く
音
符
字
（
仮
名
字
）
を
用
ゐ
て
教
育
を
布
か
れ
、
漢
字
は
用
ゐ
ら
れ
ず
、
終
に
は
日
常
公
私
の
文
に
漢
字
の

用
を
御
廃
止
あ
ひ
成
り
候
ふ
様
に
と
存
じ
奉
り
候
ふ
。
）
漢
字
御
廃
止
と
申
し
候
ふ
儀
は
古
来
の
習
用
を
一
変
す
る
の
み
な
ら
ず
、
学
問
と
は

漢
字
を
記
し
漠
文
を
裁
す
る
を
以
て
主
と
、
ぃ
得
居
り
候
ふ
一
般
の
情
態
な
る
に
、
之
を
全
く
小
用
に
帰
せ
し
む
る
と
申
す
は
容
易
の
事
に
は

9
]
)
ゅ
'
[

ペ
、
9
ぎ

こ
れ
凱
＜
候
へ
ど
も
、
能
く
国
家
の
大
本
如
何
を
審
明
し
、
御
廟
議
を
熟
せ
ら
れ
、
而
し
て
広
く
諸
藩
に
も
御
諮
詢
遊
は
さ
れ
候
は
ば
、
其

の
大
利
益
た
る
こ
と
判
明
せ
ら
れ
、
存
外
難
事
に
非
ず
し
て
御
施
行
あ
ひ
成
り
得
べ
き
や
と
存
し
奉
り
候
ふ
。
目
↑
御
国
事
御
多
蝶
に
し
て
、

つ
か
ま
つ

人
々
競
ひ
て
救
急
策
を
講
ず
る
の
際
、
此
の
如
き
議
を
言
上
札
り
候
は
ば
、
甚
た
迂
遠
に
似
て
、
御
傾
聴
下
し
置
か
れ
候
ふ
程
も
如
何
御
庫

は
ば
か

あ
る
か
と
憚
り
入
り
存
じ
奉
り
候
へ
ど
も
、
御
国
を
し
て
他
の
列
強
と
併
立
せ
し
め
ら
れ
候
ふ
は
、
是
よ
り
重
且
人
な
る
は
こ
れ
細
き
や
に

ーさよ―ー

'v

存
じ
奉
り
候
ふ
に
つ
き
、
恐
憚
を
顧
み
ず
敢
て
言
上
奉
り
候
ふ
。
学
事
を
簡
に
し
普
通
教
育
を
施
す
は
、
国
人
の
知
識
を
開
導
し
、
精
神
を

発
達
し
、
道
理
芸
術
百
般
に
於
け
る
初
歩
の
門
に
し
て
、
同
家
富
強
を
為
す
の
礎
地
に
御
座
候
へ
は
、
成
る
べ
く
簡
易
に
成
る
べ
く
広
く
、

且
成
る
べ
＜
速
に
行
き
届
き
候
ふ
様
、
御
世
話
御
座
あ
り
た
き
事
に
存
じ
奉
り
候
ふ
。
然
る
に
、
此
の
教
育
に
漢
字
を
用
ゐ
る
と
ぎ
は
、
其

の
字
形
と
音
訓
を
学
習
し
候
ふ
た
め
長
日
月
を
翌
し
、
成
業
の
期
を
遅
緩
な
ら
し
め
、
又
其
の
学
び
難
く
習
ひ
易
か
ら
ざ
る
を
以
て
、
熾
学

た
た
わ
づ

J
I

す
る
者
甚
た
希
少
の
割
合
に
あ
ひ
成
り
候
ふ
。
稀
に
就
学
勉
励
仕
り
候
ふ
者
も
、
惜
む
ぺ
き
少
年
活
発
の
長
時
間
を
黄
し
て
、
只
僅
か
に
文

あ
ん
ま
い

判
の
形
象
呼
音
を
習
知
す
る
の
み
に
て
、
事
物
の
道
理
は
多
く
暗
味
に
附
し
去
る
次
第
に
御
座
候
ふ
。
実
に
少
年
の
時
間
こ
そ
事
物
の
道
坪

と

ん

ざ

を
講
明
す
る
の
最
も
好
時
節
な
る
に
、
此
の
形
象
文
字
の
凱
益
の
凸
学
の
た
め
に
之
を
費
し
、
其
の
精
神
知
識
を
頓
拌
せ
し
む
る
事
、
返
す

そ
も
そ
も

返
す
も
悲
痛
の
至
に
存
じ
奉
り
候
ふ
。
抑
御
固
に
於
て
は
憂
も
西
洋
賭
国
に
譲
ら
ざ
る
固
有
の
言
辞
あ
り
て
、
之
を
書
す
る
に
五
十
音
の
符

字
（
仮
名
字
）
こ
れ
有
り
。
一
の
漢
字
を
用
ゐ
る
こ
と
無
く
し
て
世
界
細
星
の
事
物
を
解
釈
書
写
す
る
に
何
の
故
障
も
こ
れ
価
く
、
誠
に
簡

易
を
極
む
べ
き
に
、
中
古
人
の
無
見
識
な
る
彼
国
の
文
物
を
輸
入
す
る
と
同
し
く
、
此
の
不
便
鋪
益
な
る
形
象
文
字
を
も
輸
入
し
て
、
寛
に

同
字
と
倣
し
て
常
用
す
る
に
至
り
た
る
は
、
実
に
痛
嘆
の
至
に
御
座
候
ふ
。
恐
れ
多
く
も
御
国
人
の
知
識
此
の
如
く
に
卜
劣
に
し
て
、
御
同

カ
の
此
の
如
く
に
不
振
に
至
り
た
る
は
、
遠
く
其
の
原
因
を
推
せ
ば
其
の
素
の
毒
を
翠
に
発
し
た
る
な
り
と
、
痛
憤
に
堪
へ
ず
存
じ
奉
り
候

ふ

3
 



問
七

問
六

問
五

問

ホニハロイ ホニハロイ
漠
字
を
御
廃
止
あ
ひ
成
り
候
ふ
と
て
、
漢
語
即
ち
彼
同
よ
り
輸
入
し
来
れ
る
言
辞
を
も
併
せ
て
御
廃
止
あ
ひ
成
る
儀
に
は
御
座
無
く
、
只

な
ほ

ニ

ー

彼
の
文
字
を
用
ゐ
ず
仮
名
字
を
以
て
其
の
言
辞
を
其
の
儘
に
書
記
す
る
は
、
猶
英
同
等
の
羅
旬
語
等
を
其
の
儘
入
れ
て
其
の
国
語
と
な
し
、

其
の
国
の
文
字
綴
を
以
て
書
記
す
る
と
同
般
に
す
る
の
謂
に
御
座
候
ふ
。

廟
議
：
・
：
朝
廷
の
評
議
。

問
―

A
の
文
章
の
空
欄
―

I

二

I

ニ
lII

一
に
入
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、

解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

A
の
文
章
の
空
欄
一

x

一
に
入
る
語
句
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

「
コ
ト
」
で
は
な
く
「
オ
ト
」

「
オ
ト
」
で
は
な
く
「
コ
ト
バ
」

「
コ
ト
バ
」
で
は
な
く
「
モ
ノ
」

「
モ
ノ
」
で
は
な
く
「
コ
コ
ロ
」

「
コ
コ
ロ
」
で
は
な
く
「
モ
ジ
」

問
三

A
の
文
章
に
は
次
の
一
文
か
脱
落
し
て
い
る
。
入
る
べ
ぎ
最
も
適
切
な
箇
所
を
A
の
文
章
中
の

解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

た
た
し
、
前
島
は
漢
字
廃
化
を
提
言
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
漢
語
ま
で
廃
止
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

問
四

A
の
文
章
の
傍
線
部

a
「
第
二
の
意
味
で
の
規
範
、
言
語
の
表
象
を
生
み
出
す
規
範
を
つ
く
り
だ
す
」
た
め
に
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、

B
の
文
章
が
考
え
る
内
容
を
最
も
端
的
に
示
し
て
い
る
一
文
を
B
の
文
章
中
か
ら
抜
き
出
し
、
始
め
の
五
文
字
を
記
述
解
答
用
紙
の
所

定
の
欄
に
記
せ
。
句
読
点
も
字
数
に
数
え
る
。
振
仮
名
が
あ
る
場
合
は
省
略
す
る
こ
と
。

B
の
文
章
の
傍
線
部
イ
ー
ニ
の
「
文
字
」
の
う
ち
、
「
漢
字
」
を
指
し
て
い
な
い
も
の
を
一
っ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

B
の
文
章
が
漢
字
の
廃
止
を
主
張
す
る
理
由
と
し
て
、
正
し
く
な
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

社
会
階
級
に
よ
ら
ず
国
民
全
体
に
教
育
を
行
き
渡
ら
せ
る
よ
う
に
す
る
た
め
。

さ
ま
ざ
ま
な
領
域
の
知
識
を
速
や
か
に
習
得
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
。

中
国
の
漢
字
文
化
に
影
響
さ
れ
る
前
の
固
有
の
日
本
語
を
復
元
す
る
た
め
。

日
本
を
世
界
的
に
有
力
な
他
同
と
肩
を
並
べ
ら
れ
る
よ
う
な
匡
に
す
る
た
め

C

若
い
人
た
ち
に
と
っ
て
の
貴
重
な
時
間
を
浪
費
す
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
。

A
.
B
の
文
章
の
内
容
に
合
致
し
て
い
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
二
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

イ

A
の
文
章
は
、
言
語
の
本
体
は
オ
ト
で
あ
っ
て
文
字
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
と
の
よ
う
な
文
字
を
採
用
す
る

か
の
問
題
に
人
々
が
情
熱
を
傾
け
感
情
的
に
も
な
る
理
由
に
つ
い
て
、
文
字
が
な
け
れ
ぱ
言
語
表
現
が
小
可
能
だ
か
ら
だ
と
し
て
い
る
。

口

A
の
文
章
は
、
話
し
手
が
言
語
を
ど
の
よ
う
に
思
い
浮
か
べ
る
か
を
意
味
す
る
「
規
範
」
に
つ
い
て
、
音
声
に
よ
る
言
葉
し
か
存

在
し
な
い
段
階
で
は
そ
の
概
念
が
生
じ
得
ず
、
言
葉
が
文
字
化
さ
れ
る
こ
と
で
初
め
て
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。

ハ
A
の
文
章
は
、
言
語
学
者
が
唱
え
る
言
語
の
「
体
系
」
す
な
わ
ち
「
な
に
が
実
現
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
」
に
あ
た
る
も
の
と

し
て
、

B
の
文
章
に
お
い
て
は
漢
字
漢
文
で
文
章
を
書
い
て
い
く
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

ニ

A
の
文
章
は
、

B
の
文
章
の
主
張
を
近
代
的
な
言
語
道
具
観
か
ら
来
る
も
の
と
捉
え
て
お
り
、
そ
の
一
面
的
な
価
値
観
で
西
洋
文

明
を
重
ん
し
東
洋
文
明
を
軽
ん
じ
た
こ
と
に
対
し
、
当
時
の
時
代
背
景
を
ふ
ま
え
て
も
や
は
り
短
絡
的
で
あ
っ
た
と
評
価
し
て
い
る
。

ホ

B
の
文
章
は
、
十
五
代
将
軍
徳
川
慶
喜
へ
漠
字
の
廃
止
を
上
申
す
る
に
あ
た
り
、
実
現
の
不
可
能
性
や
効
果
の
低
さ
の
観
点
か
ら
、

意
見
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
想
定
し
つ
つ
も
、
そ
の
重
要
性
を
主
張
す
る
態
度
を
と
っ
て
い
る
。

ヘ
B
の
文
章
は
、
日
本
語
が
西
洋
諸
国
の
言
語
に
劣
る
こ
と
を
懸
念
し
て
お
り
、
そ
の
原
因
を
こ
れ
ま
で
日
本
が
強
く
影
響
を
受
け

て
き
た
中
国
文
化
に
よ
る
も
の
と
断
罪
し
た
上
で
、
中
国
文
化
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
仮
名
文
字
の
使
用
を
推
奨
し
て
い
る
。

ホニハロ

ー ー ー ー

イ

ー

積
極
的

積
極
的

消
極
的

泊
極
的

消
極
的

Il 
ー Il 

ー

消
極
的

積
極
的

積
極
的

積
極
的

消
極
的

皿 III 皿 lll 

Il 

皿

消
極
的

消
極
的

消
極
的

積
極
的

積
極
的

注

〔
イ
〕
ー
〔
ホ
〕
か
ら
―
つ
選
び

（
前
島
密
「
漢
字
御
廃
止
之
議
」
に
よ
る

4
 



（
マ
イ
ケ
ル
・
エ
メ
リ
ソ
ク
『
て
ん
て
こ
ま
い

二
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
よ
。

文
学
は
旦
暑
れ
て
道
遠
し
』
に
よ
る

翻
訳
者
を
中
心
に
捉
え
て
翻
訳
と
い
う
行
為
を
考
え
る
と
、
何
が
見
え
て
く
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ひ
と
つ
と
て
も
重
要
な
の
は
、
翻
訳
と

い
う
行
為
を
ど
の
よ
う
な
比
喩
を
も
っ
て
イ
メ
ー
シ
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
人

が
翻
訳
を
単
純
な
作
業
と
考
え
て
い
ま
す
。
翻
訳
者
か
原
文
を
見
て
、
そ
こ
に
出
て
い
る
言
葉
を
、
［
、
と
思
っ
て
い
る
よ
う

で
す
。
た
と
え
ば
、
日
本
語
の
「
す
み
ま
せ
ん
」
を
英
訳
す
る
と
し
ま
す
。
『
新
和
英
大
辞
典
』
を
引
け
は
「
す
み
ま
せ
ん
」
の
項
目
に

「I
'
m
s
o
r
r
y
」
が
出
て
い
る
の
て
、
楠
単
な
作
業
で
す
よ
ね
。
ほ
か
に
「
e
x
c
u
s
e
m
e
」「
forgive
m
e
」「
H
e
l
l
o
こ
「
t
h
a
n
k
y
o
u
」
な
ど
、

色
々
な
オ
プ
シ
ョ
ン
が
出
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
「
Y
e
s
,
sir
」「
Is
a
n
y
o
n
e
 t

h
e
r
e
?
」
な
ど
、
辞
書
に
は
載
っ
て
い
な
い
が
文
脈
に
よ
っ

て
適
切
と
思
わ
れ
る
選
択
肢
が
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
。
翻
訳
者
は
文
脈
か
ら
判
断
し
て
、
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
を
選
択
す
る
た
け
て

す
か
ら
、
そ
ん
な
に
難
し
く
な
い
て
し
ょ
う
、
と
思
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
〔
イ
〕

こ
こ
て
問
題
に
な
る
の
は
、
「
す
み
ま
せ
ん
」
の
よ
う
な
単
純
き
わ
ま
り
な
い
事
例
の
場
合
で
も
、
言
葉
の
意
味
を
理
解
し
、
そ
の
音
心
味

に
当
た
る
英
語
の
表
現
を
選
択
す
る
と
き
に
、
翻
訳
者
の
頭
の
な
か
で
い
っ
た
い
何
が
起
き
て
い
る
の
か
、
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
こ
と
で

す
。
人
間
が
あ
る
言
語
か
ら
別
の
一

1
-

＝
語
に
移
る
と
き
に
ど
の
よ
う
に
意
味
を
持
ち
越
す
か
、
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
に
言
葉
を
理
解
す
る
か
は
、

非
常
に
ベ
ー
シ
ソ
ク
な
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
、
全
然
わ
か
ら
な
い
わ
け
で
す
。
言
語
と
い
う
の
は
ま
っ
た
く
の
ミ
ス
テ
リ
ー
で
す
。
〔
口
〕

こ
う
い
う
ミ
ス
テ
リ
ー
を
、
人
間
は
ご
ま
か
し
て
や
り
す
ご
し
ま
す
。
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
比
喩
に
頼
っ
て
わ
か
っ
た
つ
も
り
に
な
る
の

で
す
。
よ
く
あ
る
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
、
人
間
は
死
ぬ
と
ど
う
な
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
「
幽
霊
に
な
る
」
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
で
も

幽
霊
に
な
る
の
は
、
具
体
的
に
は
と
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
な
の
か
。
頭
の
天
辺
か
ら
始
ま
る
の
か
、
ま
す
足
か
泊
え
る
の
か
、
心
臓
か
ら
側

や
ら
幽
霊
に
育
つ
分
泌
物
が
滲
み
出
る
の
か
。
そ
れ
と
も
、
体
の
ど
こ
か
に
隠
れ
て
い
た
魂
が
、
息
絶
え
る
寸
前
の
人
間
の
体
格
と
か
ど
ん

な
洋
服
を
着
て
い
た
か
な
ど
を
事
細
か
く
研
究
し
て
、
何
ら
か
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
そ
れ
を
コ
ピ
ー
す
る
の
か
1

そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
も

始
ま
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
よ
り
も
、
人
間
が
亡
く
な
る
と
ど
う
な
る
か
と
い
う
考
え
て
も
し
よ
う
が
な
い
こ
と
を
考
え
な
い
て
済
む
よ
う
に
、

幽
霊
と
い
う
比
喩
が
作
り
出
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
〔
ハ
〕

A
 言

語
と
翻
訳
の
場
合
で
も
、
同
し
こ
と
が
起
き
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
「
意
味
が
通
じ
る
」
と
言
う
で
し
ょ
う
。
「
通
じ
る
」
の
意
味
を

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
引
く
と
、
「
遊
路
な
ど
か
あ
る
地
点
ま
で
達
す
る
。
道
筋
が
つ
な
が
っ
て
、
あ
る
地
点
ま
で
行
け
る
よ
う
に
心

ま
た
、
交
通
機
関
が
通
る
。
と
と
く
、
つ
な
が
る
。
」
と
あ
る
。
「
窟
味
が
通
じ
る
」
と
い
う
言
い
方
は
、
こ
の
空
間
的
な
意
味
の
[
」
心
」

に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
話
し
手
か
ら
聞
き
手
に
意
味
が
「
通
じ
た
」
と
言
え
ば
、
電
話
が
通
し
た
と
き
と
同
様
の
こ
と
が
起
き
て
い
る
よ
う

に
聞
こ
え
ま
す
。
電
話
線
の
代
わ
り
に
、
目
に
見
え
な
い
く
ら
い
細
い
「
意
味
線
」
と
や
ら
が
張
っ
て
あ
っ
て
、
話
し
手
の
言
お
う
と
し
て

い
る
こ
と
が
そ
の
線
を
さ
っ
と
伝
わ
っ
て
い
く
。
ま
た
、
意
味
を
伝
え
る
た
め
に
私
た
ち
は
言
葉
を
使
う
の
で
す
か
、
言
葉
は
「
意
味
を
も

つ
」
と
言
い
ま
す
。
郵
便
配
逹
貝
が
手
紙
を
持
っ
て
き
て
く
れ
る
よ
う
に
、
言
葉
は
意
味
を
も
っ
て
き
て
く
れ
ま
す
。
ピ
ン
ポ
ン
。
「
は

い
？
」
「
あ
、
す
み
ま
せ
ん
、
言
葉
て
す
。
意
味
を
届
け
に
参
り
ま
し
た
」
「
そ
う
て
す
か
、
す
み
ま
せ
ん
が
、
縁
側
の
方
に
持
っ
て
き
て
い

た
だ
け
ま
す
か
」

1

と
い
う
の
は
大
げ
さ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
一
舌
語
の
不
可
解
さ
を
カ
イ
ヒ
す
る
た
め
に
私
た
ち
が
用
い
る
空
間
的
な

比
喩
の
作
用
を
突
き
詰
め
て
い
く
と
、
結
局
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
〔
二
〕

英
語
て
も
事
情
は
ほ
ぽ
同
じ
で
す
。
言
語
の
基
本
的
な
機
能
を
端
的
に
表
し
て
い
る

c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
は
、
も
と
も
と
ふ
た
つ
の
部
屋
な

と
が
隣
り
合
っ
て
い
て
、
ひ
と
つ
め
の
部
屋
か
ら
直
接
、
次
の
部
屋
に
行
け
る
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
ま
す
。
英
語
の

c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e

は、

11
本
語
の
「
通
じ
る
」
と
通
じ
る
と
こ
ろ
か
あ
る
わ
け
て
す
。

翻
訳
も
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
変
種
と
し
て
捉
え
ら
れ
が
ち
で
す
。
翻
訳
は
異
言
語
間
~
異
文
化
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で

あ
る
と
い
う
言
い
方
を
よ
く
耳
に
し
ま
す
。
「
こ
ん
な
翻
訳
し
ゃ
、
意
味
が
ぜ
ん
ぜ
ん
通
じ
な
い
し
ゃ
な
い
か
」
と
か
、
「
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
細

部
ま
で
伝
わ
る
名
訳
」
と
い
う
よ
う
に
、
言
語
の
不
可
解
さ
を
紛
ら
わ
す
た
め
に
愛
用
さ
れ
る
比
喩
を
そ
の
ま
ま
翻
訳
に
当
て
は
め
た
り
も

し
ま
す
。
〔
ホ
〕

B
 普

通
に
言
葉
を
使
う
と
き
は
話
し
手
と
開
き
手
し
か
い
ま
せ
ん
の
で
事
は
比
較
的
簡
単
て
す
。
そ
の
一
方
で
、
翻
訳
で
は
、
小
可
解
な
も

の
が
も
う
ひ
と
つ
加
わ
っ
て
し
ま
う
の
て
す
。
ほ
か
な
ら
ぬ
、
翻
訳
者
で
す
。
翻
訳
の
こ
と
を
考
え
る
場
合
、
話
し
手
と
聞
き
手
だ
け
て
は

な
く
、
そ
の
間
に
立
つ
翻
訳
者
も
い
ま
す
。
あ
る
翻
訳
て
「
意
味
が
通
じ
た
」
場
合
、
翻
訳
者
を
通
し
て
通
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
う

c
 

既
に
比
喩
が
現
れ
、
私
た
ち
の
翻
訳
に
ま
つ
わ
る
考
え
方
を
支
配
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
ね
。
「
話
し
手
と
聞
き
手
だ
け
て
は
な
く
、
そ
の

間
に
立
つ
翻
訳
者
」
と
私
は
何
気
な
く
言
い
ま
し
た
か
、
こ
れ
も
比
喩
で
す
。
先
ほ
ど
「
人
閥
が
あ
る
言
語
か
ら
別
の
言
語
に
移
る
と
き
に

ど
の
よ
う
に
意
味
を
持
ち
越
す
か
」
と
い
う
表
現
も
使
い
ま
し
た
。
考
え
て
み
れ
ば
、
「
異
言
語
間
~
異
文
化
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」

と
い
う
言
い
方
も
、
言
語
と
文
化
を
、
い
わ
ば
空
間
的
な
領
域
と
し
て
把
握
し
た
卜
で
成
り
立
っ
て
い
る
比
喩
的
な
表
現
て
す
。
こ
れ
ら
の

2
 

表
現
も
、
微
妙
な
形
で
翻
訳
者
と
い
う
存
在
の
リ
ン
カ
ク
を
、
比
喩
的
に
形
づ
く
つ
て
い
ま
す
。
異
言
語
間
こ
異
文
化
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
と
い
っ
た
ら
、
当
然
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
・
文
化
は
別
々
の
領
域
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
異
な
る
ふ
た
つ
の
領

域
は
「
間
」
と
言
え
る
も
の
を
挟
ん
で
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
翻
訳
者
は
そ
の
「
間
」
に
陣
取
っ
て
、
翻
訳
を
行
う
イ
メ
ー
シ

が
浮
か
ん
で
き
ま
す
。

5
 



問
十
四

問
八

ホニハ

傍
線
部
1
.
2
の
カ
タ
カ
ナ
の
部
分
を
漢
字
に
直
し
、
記
述
解
答
用
紙
の
所
定
の
欄
に
記
せ

口 イ

問

十

三

傍

線

郎

C

「
翻
訳
に
ま
つ
わ
る
考
え
方
を
支
配
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
」
と
い
う
の
は
と
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最

も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

比
喩
に
よ
る
イ
メ
ー
シ
に
よ
っ
て
、
翻
訳
と
い
う
行
為
を
理
解
し
た
つ
も
り
に
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
。

優
れ
た
翻
訳
を
達
成
す
る
た
め
、
石
し
い
翻
訳
の
実
態
を
理
解
す
る
こ
と
が
強
制
さ
れ
る
こ
と
。

翻
訳
と
い
う
行
為
の
イ
メ
ー
シ
は
多
様
な
の
に
、
そ
の
―
つ
を
正
し
い
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
。

翻
訳
を
行
う
た
め
に
、
翻
訳
者
は
原
文
の
意
味
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
支
配
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
。

翻
訳
者
で
あ
ろ
う
と
す
る
自
覚
が
、
却
っ
て
翻
訳
と
い
う
行
為
の
正
し
い
理
解
を
妨
げ
る
こ
と
。

ホ ニハ ロ イ

問

十

二

傍

線

部
B

「
普
通
に
一
言
葉
を
使
う
と
き
は
話
し
手
と
聞
き
手
し
か
い
ま
せ
ん
の
て
事
は
比
較
的
簡
単
で
す
」
と
あ
る
が
、

べ
る
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

話
の
理
解
に
は
話
し
手
と
闇
き
手
の
相
性
か
重
要
だ
か
ら
。

言
品
の
理
解
は
話
し
手
の
説
明
す
る
力
に
依
存
す
る
か
ら
。

明
快
で
あ
る
に
は
聞
き
手
の
十
分
な
碑
解
が
必
要
だ
か
ら
。

不
可
解
な
の
は
言
語
の
働
き
そ
の
も
の
た
け
で
あ
る
か
ら
。

文
の
不
可
解
は
言
葉
の
文
脈
た
け
に
起
因
し
て
い
る
か
ら
。

ホ ニハ ロ

欺渭如逆変
腑詞は転質

イ

推

測

問
十

ハ
言
語
と
翻
訳
に
つ
い
て
も
、
意
味
が
通
し
る
こ
と
は
か
り
を
考
え
て
、
と
の
よ
う
な
比
喩
を
使
う
か
に
つ
い
て
は
吟
味
し
な
い
か

ら。

ホ

一
1
n
語
と
翻
訳
に
つ
い
て
も
、
比
喩
表
現
の
理
論
化
に
気
が
と
ら
れ
、
感
情
的
な
問
題
を
重
視
せ
ず
に
な
い
が
し
ろ
に
し
て
い
る
か

ら。

ロ

問

十

傍

線

部

A

「『
-
E

語
と
翻
訳
の
場
合
て
も
、
伺
じ
こ
と
が
起
き
て
い
ま
す
」
と
あ
る
が
、
そ
う
述
べ
る
到
由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の

を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

言
語
と
翻
訳
に
つ
い
て
も
、
考
え
て
も
仕
方
の
な
い
比
喩
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
と
思
い
を
巡
ら
し
、
納
得
し
た
つ
も
り
に
な
る
か

ら。
言
語
と
翻
訳
に
つ
い
て
も
、
空
閲
に
ま
つ
わ
る
比
喩
を
使
っ
て
、
不

nf解
な
と
こ
ろ
を
ご
ま
か
し
、
理
解
し
た
つ
も
り
に
な
る
か

ら。

ィ ホニハ ロイ

問
九

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
違
い
ま
す
。

次
の
文
は
本
文
中
に
入
る
べ
ぎ
も
の
で
あ
る
。
本
文
中
の

ク
せ
よ
。印

象
的
な
表
現
を
駆
使
す
る
こ
と

比
喩
の
巧
い
使
い
方
が
す
べ
て
た

別
の
言
語
に
平
阻
ぎ
換
え
る
だ
け
だ

効
率
的
な
文
章
て
構
成
す
る
こ
と

翻
訳
者
の
好
み
に
翻
訳
す
る
た
け

（
楷
書
で
丁
寧
に
書
く
こ
と
言

〔
イ
〕
ー
〔
ホ
〕
か
ら
最
も
適
切
な
箇
所
を
{
つ
選
び
‘
解
答
欄
に
マ
ー

空
欄
一

I

一
に
入
る
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

1

つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

言
語
と
翻
訳
に
つ
い
て
も
、
閾
ぎ
手
が
関
心
を
示
す
比
暇
を
選
択
す
る
こ
と
に
集
中
し
、
言
語
の
本
質
を
十
分
に
理
解
し
な
い
か

ら。
空
欄
一

Il

一
に
人
る
語
句
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

そ
う
述

6
 



※
こ
の
問
題
は
、
著
作
権
の
関
係
に
よ
り
掲
載
が
で
き
ま
せ
ん
。

）
 

三
次
の
甲
・
乙
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
よ
。

‘ヽ
＼

一 7



注

ア
ビ
ダ
ル
マ
：
．．． 
仏
教
教
理
の
理
論
。
経
・
律
・
論
の
三
蔵
の
う
ち
の
論
蔵
。

般
涅
槃
：
ー
．
入
滅
し
、
完
全
な
悟
り
の
世
界
に
人
る
こ
と
。

釈
迦
牟
尼
．．．．．． 
約
二
千
五
百
年
ほ
ど
前
に
イ
ン
ド
に
出
現
し
た
聖
人
。
釈
迦
。
仏
陀
゜

信
宿
：
：
こ
一
晩
。

初
夜
ん
後
夜
：
·
:
—
-
日
を
六
時
に
分
け
て
勤
行
す
る
う
ち
の
、
夜
の
は
じ
め
と
、
明
け
方
の
時
間
帯
。

へ
ん

L

小
乗

．．
 
：
大
乗
（
大
き
な
乗
り
物
）
に
対
す
る
、
小
さ
な
乗
り
物
の
意
。
大
乗
教
徒
側
か
ら
の
貶
称
で
あ
る
た
め
、
こ
の
語
は
現

在
の
仏
教
で
は
一
般
に
使
用
し
な
い
。

貞
観
元
年
：
・
ー
：
唐
の
年
号
。
西
暦
六
二
七
年
。

支
提
埠
塔
：
・
ー
：
火
葬
し
た
遣
骨
を
納
め
る
た
め
瓦
で
造
っ
た
塔
。

蘭
陵
：
・
ー
：
地
名
。
現
在
の
中
国
山
東
省
臨
祈
市
。
爾
鉤
：
…
・
人
名
。

※
こ
の
問
題
は
、
著
作
権
の
関
係
に
よ
り
掲
載
が
で
き
ま
せ
ん
。

8
 



乙
[
次
の
文
章
は
ヽ

R
杢
化
物
語
』
巻
三
十
「
つ
る
の
は
や
し
」
の
こ
即
で
ぁ
る
o

「
栄
花
物
語
』
で
は
ヽ
藤
原
道
長
の
超
越
性
を
讃
え
る
傾

向
が
強
い
。
甲
の
文
章
の
よ
う
な
考
え
力
は
、
中
固
・
日
本
で
撰
述
さ
れ
た
高
僧
伝
・
往
生
伝
を
通
じ
て
、
平
安
時
代
の
僧
俗
に
影
響
を
与

え
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
以
下
の
一
節
は
、
道
長
の
臨
終
前
後
の
描
写
で
あ
る
が
、
そ
の
「
聖
者
性
」
が
特
に
際
寸
つ
場
面
で
あ
る
°
]

ィ

十
二
月
二
日
、
常
よ
り
も
い
と
苦
し
う
せ
さ
せ
た
ま
へ
ば
、
女
院
、
中
宮
、
上
の
御
前
も
、
い
と
ゆ
ゆ
し
う
思
ひ
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ

て
、
関
白
殿
に
せ
ち
に
申
さ
せ
た
ま
へ
ば
、
人
々
出
し
て
見
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
に
、
あ
は
れ
に
悲
し
う
い
み
じ
う
て
、
ほ
と
ほ
と
御
声

x
 

た
て
さ
せ
た
ま
ひ
つ
べ
し
。
さ
て
帰
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
れ
ば
、
僧
た
ち
近
う
さ
ぶ
ら
ひ
て
、
御
念
仏
を
し
て
聞
か
せ
た
て
ま
つ
る
。
さ
れ
ど
、

4

つ
か
ひ

そ
の
日
お
こ
た
ら
せ
た
ま
ひ
つ
。
こ
の
ほ
ど
、
内
、
東
宮
よ
り
御
使
い
み
じ
か
り
つ
。
今
に
な
ほ
弱
げ
に
お
は
し
ま
せ
ど
、
た
だ
こ
の
御
念

ち
ゃ
ぅ

仏
の
お
こ
た
ら
せ
た
ま
は
ぬ
に
の
み
、
お
は
し
ま
す
定
に
て
あ
る
な
り
。
ま
た
の
日
も
、
今
や
今
や
と
見
え
さ
せ
た
ま
へ
れ
と
、
こ
と
な
く

て
過
き
さ
せ
た
ま
ひ
ぬ
。

あ
た
た

口

つ
い
た
ち
四
日
、
巳
の
時
ば
か
り
に
そ
、
う
せ
さ
せ
た
ま
ひ
ぬ
る
や
う
な
る
。
さ
れ
ど
御
胸
よ
り
上
は
、
ま
だ
同
じ
ゃ
う
に
温
か
に
お
は

Y
 

し
ま
す
。
な
ほ
御

□動
か
せ
た
ま
ふ
は
、
御
念
仏
せ
さ
せ
た
ま
ふ
と
見
え
た
り
。
そ
こ
ら
の
僧
涙
を
流
し
て
、
御
念
仏
の
声
惜
し
ま
ず
仕
う

ど
う
ね
ち

ま
つ
り
た
ま
ふ
。
「
臨
終
の
を
り
は
、
風
火
ま
づ
去
る
。
か
る
が
故
に
、
動
熱
し
て
苦
多
か
り
。
善
根
の
人
は
地
水
ま
づ
去
る
が
故
に
、

く

わ

ん

ま

ん

ぜ

ん

・

）

ん

し

ゃ

緩
慢
し
て
苦
し
み
な
し
」
と
こ
そ
は
あ
ん
め
れ
。
さ
れ
ば
善
根
者
と
見
え
さ
せ
た
ま
ふ
。
あ
は
れ
に
、
内
、
東
宮
の
御
使
ぞ
隙
な
き
。
日
ご

ろ
い
み
じ
う
忍
び
さ
せ
た
ま
へ
る
殿
ば
ら
、
御
前
た
ち
、
声
も
惜
し
ま
せ
た
ま
は
ず
、
げ
に
い
み
じ
ゃ
。
御
棠
の
内
の
あ
や
し
の
法
師
ば
ら

5
 

の
も
の
思
ひ
な
げ
な
り
つ
る
が
、
庭
の
ま
ま
に
臥
し
ま
ろ
ぶ
、
げ
に
い
み
じ
。
世
界
の
尊
き
尼
法
師
さ
へ
集
ま
り
て
、
「
仏
の
世
に
出
て
た

ま
ひ
て
、
惧
を
わ
た
し
た
ま
へ
る
、
涅
槃
の
山
に
隠
れ
た
ま
ひ
ぬ
。
わ
れ
ら
が
ご
と
き
い
か
に
惑
は
ん
と
す
ら
ん
」
な
ど
、
＿
言
ひ
つ
づ
け
泣

二
ょ
な
か

く
も
、
い
み
じ
う
悲
し
。
夜
半
過
き
て
ぞ
冷
え
果
て
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
。
御
棺
は
悩
み
そ
め
さ
せ
た
ま
ひ
し
日
よ
り
造
ら
せ
た
ま
へ
れ
ば
、

ホ

や
が
て
入
棺
し
た
て
ま
つ
り
つ
。
い
み
じ
う
御
声
ど
も
ま
さ
な
き
ま
で
お
は
し
ま
さ
ふ
。
ま
た
の
日
、
陰
陽
師
召
し
て
問
は
せ
た
ま
ふ
に
、

「
七
日
の
夜
せ
さ
せ
た
ま
ふ
べ
し
、
所
は
烏
辺
野
」
と
定
め
ま
う
し
て
ま
か
で
ぬ
。

七
日
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
つ
と
め
て
よ
り
い
そ
ぎ
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。
例
の
市
ど
も
推
し
は
か
る
べ
し
。
日
暮
れ
ぬ
れ
ば
、
御
車
に
昇
き
乗
せ

ヘ

た
て
ま
つ
り
て
お
は
し
ま
す
に
、
そ
の
日
つ
と
め
て
よ
り
夜
ま
で
雪
い
み
じ
う
降
る
。
さ
る
べ
き
人
々
、
例
の
装
束
の
上
に
あ
や
し
の
物
ど

も
着
て
、
雪
消
え
あ
へ
ず
降
り
か
か
り
た
る
も
、
さ
ま
ざ
ま
に
あ
は
れ
に
悲
し
。
「
よ
ろ
づ
事
削
ぎ
て
、
た
だ
形
の
や
う
に
」
と
仰
せ
ら
れ

け
れ
と
、
事
か
ぎ
り
あ
り
て
、
人
の
続
き
た
ち
た
る
ほ
と
、
十
二
十
町
ば
か
り
あ
り
ぬ
べ
し
。
今
は
出
て
さ
せ
た
ま
ふ
。
無
醤
寿
院
の
南
の

く

し

な

し

ゃ

‘

<

N
 

門
の
脇
の
御
門
よ
り
出
で
さ
せ
た
ま
ふ
。
か
の
釈
迦
入
滅
の
時
、
か
の
拘
戸
那
城
の
東
門
よ
り
出
で
さ
せ
た
ま
ひ
け
ん
に
違
ひ
た
る
こ
と
な

し
、
九
万
一
一
千
集
ま
り
た
り
け
ん
に
も
劣
ら
ず
、
あ
は
れ
な
り
。

つ
い
た
ち
四
日
・
・
・
・
上
旬
の
四
日
。
十
二
月
四
日
の
こ
と
。

鳥
辺
野
：
·
:
•
平
安
京
の
葬
送
地
。
東
山
に
あ
る
。

無
量
寿
院
：
…
•
藤
原
道
長
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
法
成
寺
の
阿
弥
陀
堂
。
鴨
川
の
西
岸
に
あ
っ
た
。

拘
戸
那
城
：

．．
 
釈
迦
の
入
滅
地
。

問
十
五
甲
の
文
章
に
お
け
る
傍
線
部
ー
「
大
乗
仏
教
徒
が
小
乗
の
修
行
を
し
て
い
た
か
の
如
き
、
紛
ら
わ
し
い
書
き
ぶ
り
」
と
、

べ
る
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

な
ぜ
述

僧
伝
に
見
ら
れ
る
頂
暖
や
屈
指
の
奇
瑞
は
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
教
理
学
の
考
え
に
基
づ
い
た
も
の
で
、
人
乗
仏
教
徒
の
修
行
の
階
梯
と

は
異
な
る
も
の
だ
か
ら
。

口
人
乗
を
倍
奉
す
る
仏
教
徒
が
、
小
乗
の
修
行
を
行
う
仏
教
徒
と
対
立
し
た
と
き
、
自
ら
の
存
在
意
義
を
示
す
た
め
、
わ
ざ
と
難
解

な
議
論
を
行
っ
た
か
ら
。

ハ
婆
羅
門
教
に
お
い
て
ア
ー
ト
マ
ン
が
す
べ
て
の
精
神
活
動
を
司
る
と
考
え
ら
れ
た
が
、
人
乗
仏
教
で
は
そ
の
存
在
を
肯
定
す
る
た

め
麒
願
が
生
じ
た
か
ら
。

ニ
ア
ビ
ダ
ル
マ
教
理
学
に
お
い
て
「
頂
暖
」
の
理
論
が
発
達
し
た
が
、
そ
れ
を
人
乗
仏
教
に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
議
論
が
飛

躍
的
に
発
展
し
た
か
ら
。

ホ
大
乗
仏
教
で
は
、
ア
ー
ト
マ
ン
は
心
臓
に
と
ど
ま
る
の
て
は
な
く
、
体
中
を
自
由
に
動
き
回
る
と
解
し
た
た
め
、
婆
羅
門
教
と
の

間
に
矛
盾
が
生
じ
た
か
ら
。

ヘ
五
臓
六
腑
に
ア
ー
ト
マ
ン
が
存
在
す
る
と
い
う
婆
羅
門
教
の
考
え
と
、

考
え
が
衝
突
し
た
か
ら
。

イ 注

マ
ナ
ス
に
相
当
す
る
心
の
働
き
を
軽
視
す
る
大
乗
仏
教
の

，
 



仏
は
ま
ず
天

l
界
に
お
牛
ま
れ
に
な
っ
た
後
、
こ
の
世
に
降
り
人
々
と
楽
し
く
交
わ
り
、
最
期
は
涅
槃
山
の
奥
深
く
て
人
知
れ
ず

お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
。

口
仏
は
栂
を
済
度
す
る
た
め
切
利
天
に
お
い
て
説
法
し
て
い
た
が
、
人
間
界
に
戻
っ
て
た
だ
ち
に
涅
槃
に
入
り
、
仏
教
の
教
え
を
イ

ン
ド
全
上
に
広
め
ら
れ
た
。

ハ
仏
が
こ
の
世
に
出
現
な
さ
り
、
世
の
人
々
を
済
度
し
た
後
、
涅
槃
を
得
て
去
っ
て
い
か
れ
た
よ
う
に
、
藤
原
道
長
様
も
お
亡
く
な

り
に
な
っ
て
し
ま
わ
れ
た
。

二
釈
迦
は
人
々
の
間
に
入
っ
て
積
極
的
に
交
際
を
深
め
て
お
ら
れ
た
が
、
つ
い
に
は
人
里
離
れ
た
山
の
奥
で
修
行
し
、
お
悟
り
に
な

っ
た
内
容
を
広
め
ら
れ
た
。

ホ
釈
迦
は
こ
の
枇
に
人
と
し
て
お
牛
ま
れ
に
な
り
、
イ
ン
ド
全
土
を
広
く
め
ぐ
り
渡
り
な
が
ら
、
涅
槃
山
に
隠
棲
し
て
一
人
で
静
か

に
お
過
ご
し
に
な
ら
れ
た
。

ヘ
釈
迦
が
人
と
し
て
イ
ン
ド
に
出
現
な
さ
っ
た
よ
う
に
、
藤
原
道
長
様
も
そ
の
化
身
の
聖
者
と
し
て
日
本
に
誕
牛
さ
れ
、
浄
七
の
よ

う
な
世
界
を
実
現
さ
れ
た
。

イ

問
二
十
一

乙
の
文
章
に
お
け
る
傍
線
部
5

「
仏
の
世
に
出
て
た
ま
ひ
て
、
軋
を
わ
た
し
た
ま
へ
る
、
涅
槃
の
山
に
隠
れ
た
ま
ひ
ぬ
」

明
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

へホ ニハ 口 イ

問
二
十
乙
の
文
章
に
お
け
る
傍
線
部
4

「
お
こ
た
ら
せ
た
ま
ひ
つ
」
と
あ
る
が
、
こ
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一

つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

問
十
九 へホ ニハ ロ イ

問
十
七 へホ ニハ ロィ

問
十
六

甲
の
文
章
に
お
け
る
傍
線
部
2

つ
選
び
、

解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

の
欄
に
記
せ

「
善
修
三
業
価
令
一

善
修
の
三
業
は
、
一
生
の
空
過
に
し
く
は
な
し
。

善
く
三
業
を
修
す
る
に
令
な
く
、
一
生
を
空
し
く
過
く
さ
し
め
ん
。

善
く
三
業
を
修
し
、
一
生
を
し
て
空
し
く
過
ぐ
さ
し
む
る
こ
と
な
か
れ
。

善
く
二
業
を
修
す
れ
ば
、
一
牛
を
空
し
く
過
ぐ
す
こ
と
な
か
ら
し
め
ん
。

善
を
修
さ
ば
、
一
業
に
令
す
る
こ
と
な
く
、
一
生
を
空
し
く
過
ぐ
さ
ん
。

善
を
し
て
二
業
を
修
さ
し
め
、
一
生
を
し
て
空
し
く
過
く
す
こ
と
な
か
ら
し
め
ん
。

甲
の
文
章
に
お
け
る
空
欄
一

I

一
に
入
る
漢
字
一
字
を
、

（
楷
書
で
丁
寧
に
害
く
こ
と
）
。

問
十
八
甲
の
文
章
に
お
け
る
傍
線
部

3
「
攀
隷
扶
穀
」
の
意
味
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー

ク
せ
よ
。慧

因
の
死
を
悲
し
み
な
か
ら
整
列
を
し
な
い
で
行
進
す
る

猿
が
木
に
よ
じ
の
ぽ
る
よ
う
に
見
物
人
が
道
に
あ
ふ
れ
る

車
に
登
っ
た
り
穀
物
を
ば
ら
ま
き
な
が
ら
行
列
に
加
わ
る

力
任
せ
に
車
を
引
く
も
の
や
車
を
押
す
者
が
あ
ら
わ
れ
る

葬
送
の
車
に
大
ぜ
い
で
と
り
す
か
っ
た
り
引
い
た
り
す
る

激
し
い
喜
怒
哀
楽
の
表
現
を
行
い
な
か
ら
葬
列
を
見
送
る

乙
の
文
章
に
お
け
る
傍
線
部
イ
か
ら
へ
の
う
ち
、
藤
原
道
長
の
「
聖
者
性
」
を
示
す
も
の
を
す
べ
て
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

お
祈
り
の
効
験
も
あ
ら
わ
れ
な
か
っ
た

起
き
上
が
る
こ
と
も
な
さ
ら
な
か
っ
た

お
伝
え
す
る
の
を
失
念
し
て
し
ま
っ
た

心
配
事
も
み
な
解
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た

念
仏
を
つ
い
つ
い
怠
け
て
し
ま
わ
れ
た

病
状
が
少
し
だ
け
快
方
に
む
か
わ
れ
た

生
空
過
。
」

の
読
み
下
し
文
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―

甲
の
文
章
の
漢
文
の
引
用
部
分
か
ら
選
び
、

記
述
解
答
用
紙
の
所
定

の
説

10 — ·m 



問
二
十
四

ヘホ ニハ ロィ ホ

ヘ

I¥ ィ

問
二
十
二
乙
の
文
章
の
傍
線
部

X
•
Y
.
z

の
敬
語
は
、
次
の
a

か
ら
f

の
誰
を
、
そ
れ
ぞ
れ
敬
意
の
対
象
と
し
て
い
る
か
。
そ
の
答
え

の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

X
ー

a
•
Y
I
a
·
N

ー

a

X
I
b
.
Yー

C
・
Nー

d

XId•YIe.ZIf 

ロ

X
ー

b
•
Y
l
a
.
Z

ー

f

X
ー

C
.
Yー

C
.
N
I
a

x
_
e
.
Y
I
a
.
Zー

C

問
二
十
三
乙
の
文
章
が
そ
の
死
を
描
く
藤
原
道
長
は
、
康
保
三
年
（
九
六
六
）
に
生
ま
れ
、
万
寿
四
年

(
!
O
二
八
）
に
逝
去
し
た
。
次

の
イ
か
ら
へ
の
竹
品
の
説
明
の
中
か
ら
、
そ
の
成
立
時
期
も
し
く
は
内
容
が
、
道
長
の
生
存
期
間
に
合
致
．
該
当
し
な
い
も
の
を
一
っ

選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

こ
う
し

銑
物
と
い
わ
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
嘴
矢
で
紀
伝
体
に
よ
る
歴
史
物
語
。

歌
人
の
娘
で
中
宮
に
仕
え
た
女
性
に
よ
っ
て
書
き
綴
ら
れ
た
冊
子
。

作
り
物
語
の
最
高
峰
と
し
て
後
代
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
物
語
。

天
皇
の
命
令
を
受
け
四
人
の
撰
者
か
編
集
し
た
一
上
十
巻
の
和
歌
集
。

節
を
付
け
歌
う
た
め
の
漠
詩
句
や
和
歌
を
分
類
編
集
し
た
朗
詠
集
。

最
も
高
名
な
物
語
作
家
が
出
仕
の
生
活
な
ど
を
書
き
綴
っ
た

H
記。

甲
・
乙
の
い
ず
れ
か
の
文
章
の
趣
旨
と
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
二
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

イ
人
が
死
ぬ
瞬
間
に
、
識
が
足
先
か
ら
抜
け
る
と
地
獄
な
ど
の
悪
趣
に
吃
ち
、
謄
か
ら
抜
け
る
と
人
に
生
ま
れ
変
わ
り
、

け
る
と
天
に
牛
ま
れ
変
わ
り
、
心
臓
か
ら
抜
け
る
と
解
脱
し
て
悟
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

口
宝
覆
は
臨
終
後
の
二
日
間
、
頭
頂
が
暖
か
で
三
本
の
指
を
曲
げ
て
い
た
が
、
慧
職
は
頭
頂
が
暖
か
か
っ
た
も
の
の
、
指
を
二
本
し

か
曲
げ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
死
後
に
良
い
世
界
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

ハ
死
の
瞬
間
に
、
素
晴
ら
し
い
香
り
に
満
た
さ
れ
る
者
か
ま
れ
に
出
現
す
る
が
、
こ
れ
は
マ
ナ
ス
が
体
内
を
動
き
回
る
こ
と
に
よ
っ

て
発
せ
ら
れ
る
芳
香
で
あ
り
、
聖
者
が
悟
り
を
開
い
た
証
拠
と
し
て
た
い
へ
ん
尊
崇
さ
れ
た
。

二
求
那
跛
摩
は
臨
終
の
後
も
、
縄
床
に
足
を
組
ん
で
座
っ
て
い
た
が
、
龍
蛇
の
よ
う
な
も
の
が
屍
体
の
側
か
ら
突
然
出
現
し
て
天
を

衝
い
て
上
昇
し
た
た
め
、
人
々
は
阿
羅
漢
果
に
到
達
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
悟
り
悲
し
ん
だ
。

ホ
藤
原
道
長
は
、
病
に
苦
し
み
な
が
ら
臨
終
を
迎
え
た
が
、
僧
た
ち
の
読
経
の
効
験
に
よ
っ
て
い
っ
た
ん
蘇
生
し
て
、
安
ら
か
に
念

仏
を
称
え
な
が
ら
世
を
去
っ
た
た
め
、
周
囲
の
人
物
は
極
楽
に
往
生
し
た
証
拠
だ
と
喜
ん
だ
。

ヘ
藤
原
道
長
の
棺
は
生
前
に
用
意
し
て
あ
り
、
死
の
三
日
後
に
鳥
辺
野
に
葬
送
す
る
と
定
め
て
、
雪
の
中
に
車
は
出
発
し
た
か
、
そ

の
葬
列
は
釈
迦
の
入
滅
の
際
に
九
万
二
千
人
が
集
ま
っ
た
こ
と
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

d
 

e
 

a
 藤
原
道
長

僧
た
ち

b
 
女
院
・
中
宮
・
上
の
御
前

内
・
東
宮

c
 関
白
殿

釈
迦

〔

以

下

余

白

〕
頭
か
ら
抜

1 1 
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受
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記入してはならない。記入した

解答用紙は採点の対象外となる

場合がある。
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四
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国

口
五
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2
 

i 
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