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国― 1

〔
共
通
問
題
〕

〔
一
〕【
本
文
1
】
は
、
筆
者
が
「
そ
も
そ
も
、『
国
語
』
と
は
何
な
の
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
問
い
を
投
げ
か
け
、
そ
れ
に
答
え
よ
う
と
す
る
文
章
で
す
。【
本
文
2
】

は
、【
本
文
1
】
の
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
「
最
後
の
授
業
」
と
い
う
文
章
の
別
の
一
部
を
引
用
し
た
も
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
文
章
を
読
ん
で
、
次
の
問
い
に

答
え
な
さ
い
。

【
本
文
1
】

「
国
語
」
と
は
読
ん
で
字
の
ご
と
く
「
国
の
言
葉
」
と
い
う
意
味
で
す
よ
ね
。
そ
こ
で
実
際
に
ど
ん
な
こ
と
を
勉
強
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
日
本
語
で
書
か
れ
た
文

章
を
読
ん
だ
り
書
い
た
り
、
話
し
た
り
聞
い
た
り
し
て
い
ま
す
。
基
本
的
に
日
本
の
国
内
で
使
わ
れ
る
の
は
日
本
語
で
す
か
ら
、
日
本
語
の
読
み
書
き
を
学
ぶ
教
科
が

「
国
語
」
と
呼
ば
れ
て
い
て
も
、
特
に
不
思
議
と
は
感
じ
な
い
人
が
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
わ
た
し
自
身
、
小
学
校
の
頃
か
ら
「
国
語
」
と
い
う
教
科
が
好
き
で
、

教
科
書
の
文
章
を
読
む
の
も
好
き
で
し
た
が
、
そ
の
表
紙
に
あ
る
「
国
語
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
疑
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、
た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
日
本
の
「
国
語
」
に
あ
た
る
教
科
は
「English

」
と
い
い
ま
す
。「N

ationalLanguage

」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
好
き
な
科
目
は
国
語
で
す
」
と
ア
メ
リ
カ
に
住
む
中
学
生
が
英
語
で
言
う
と
し
た
ら
、「M

yfavoritesubjectisEnglish.

」
と
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
同
じ
こ

と
を
日
本
の
学
校
に
通
う
中
学
生
が
英
語
で
言
う
な
ら
、「M

yfavoritesubjectisJapanese.

」
に
な
る
は
ず
で
す
。「Japanese

」
す
な
わ
ち
「
日
本
語
」
と
い
う

こ
と
で
す
。
ど
う
し
て
、
日
本
で
は
教
科
の
名
前
が
「
日
本
語
」
で
は
な
く
「
国
語
」
な
の
で
し
ょ
う
。

か
つ
て
、
中
学
一
年
生
の
英
語
の
時
間
に
「
国
語
はJapanese
な
の
か
！
」
と
知
っ
て
驚
い
た
ひ
と
り
の
女
の
子
が
い
ま
し
た
。
彼
女
の
名
前
は
、
温
又
柔
。
日
本

語
で
は
「
お
ん
・
ゆ
う
じ
ゅ
う
」
と
読
み
ま
す
。
台
湾
人
の
両
親
と
と
も
に
、
三
歳
に
な
る
か
な
ら
な
い
か
と
い
う
頃
か
ら
日
本
で
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
中
国
語
で
は

「
ウ
ェ
ン
・
ヨ
ウ
ロ
ウ
」
と
い
う
音
の
名
前
を
持
つ
彼
女
の
驚
き
は
、
こ
こ
で
終
わ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

（
そ
れ
じ
ゃ
あ
、
わ
た
し
が
ず
っ
と
台
湾
で
育
っ
て
い
た
ら
、
わ
た
し
の
国
語
はJapanese

で
は
な
く
、Chinese

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
…
…
）



（
温
又
柔
『「
国
語
」
か
ら
旅
立
っ
て
』）

の
ち
に
小
説
家
と
な
っ
た
彼
女
は
、『「
国
語
」
か
ら
旅
立
っ
て
』
と
い
う
本
の
中
で
こ
の
体
験
を
語
っ
て
い
ま
す
。
台
湾
（
中
華
民
国
）
の
パ
ス
ポ
ー
ト
を
持
っ
て
、

日
記
帳
に
は
日
本
語
を
つ
づ
り
、
家
で
は
両
親
の
中
国
語
と
台
湾
語
が
入
り
交
じ
っ
た
言
葉
を
聞
く
。
台
湾
で
は
福
建
省
の
辺
り
の
言
葉
に
ル
ー
ツ
を
持
つ
台
湾
語
を
多

く
の
人
が
話
し
ま
す
が
、「
國
語guóyǔ

」（
台
湾
も
「
国
語
」
な
ん
で
す
ね
）
と
し
て
学
校
で
教
わ
る
の
は
北ペ

キ
ン京
の
言
葉
を
ベ
ー
ス
に
し
た
中
国
語
で
す
（
漢
字
は
繁は

ん

体た
い

（
1
）



国― 2

字じ

を
用
い
ま
す
）。
日
本
に
暮
ら
し
て
日
本
の
学
校
に
通
っ
た
温お

ん

さ
ん
は
、
日
本
語
が
一
番
得
意
な
言
葉
に
な
り
ま
し
た
が
、
台
湾
に
育
っ
て
台
湾
の
学
校
に
通
っ
て
い

た
ら
、
中
国
語
で
小
説
を
書
く
人
に
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

日
本
語
が
得
意
な
現
実
の
温
さ
ん
と
、
中
国
語
を
話
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
可
能
性
と
し
て
の
温ウ

ェ
ン

さ
ん
。
そ
の
ふ
た
つ
の
道
を
分
け
た
の
は
ほ
ん
の
偶
然
に
す
ぎ

ま
せ
ん
。
た
ま
た
ま
暮
ら
し
た
環
境
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
で
、
習
得
す
る
言
語
は
変
わ
り
ま
す
。
そ
れ
は
家
族
と
す
ら
違
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
国
籍
が
決
ま

っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
国
の
言
葉
が
自
分
の
言
葉
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
す
。

つ
ま
り
、
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。

個
人
の
言
葉
と
国
家
の
言
葉
は
違
う
と
い
う
こ
と
。

英
語
の
時
間
の
出
来
事
は
、
温
さ
ん
が
大
人
に
な
っ
て
か
ら
向
き
合
う
こ
と
に
な
る
「
国
語
と
は
何
か
」「
国
家
と
は
何
か
」「
国
民
と
は
誰
か
」
と
い
う
問
い
の
端
っ

こ
に
触
れ
た
出
来
事
で
し
た
。

も
う
一
つ
、
一
五
〇
年
ほ
ど
前
に
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
た
物
語
か
ら
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

少
し
前
ま
で
日
本
の
国
語
教
科
書
に
も
載
っ
て
い
た
「
最
後
の
授
業
」
と
い
う
短
編
小
説
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
今
で
も
子
ど
も
向
け
の
本
と
し
て
出
て
い
る
の
で

読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
簡
単
に
あ
ら
す
じ
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
こ
ん
な
お
話
で
す
。

舞
台
は
十
九
世
紀
後
半
、
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
の
コ
ッ
キ
ョ
ウ
地
帯
で
あ
る
ア
ル
ザ
ス
地
方
の
と
あ
る
村
。
フ
ラ
ン
ツ
少
年
は
、
学
校
に
行
っ
て
び
っ
く
り
。
い
つ
も

の
教
室
の
後
ろ
に
村
中
の
大
人
た
ち
が
詰
め
か
け
て
い
ま
す
。
聞
く
と
、
今
日
が
フ
ラ
ン
ス
語
の
ア
メ
ル
先
生
の
最
後
の
授
業
だ
と
い
う
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
フ
ラ
ン

ツ
少
年
た
ち
の
住
む
村
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
プ
ロ
シ
ア
（
ド
イ
ツ
）
に
戦
争
で
負
け
た
た
め
に
、
今
度
か
ら
ド
イ
ツ
の
も
の
に
な
り
、
学
校
で
は
ド
イ
ツ
語
し
か
教
え
て
は

い
け
な
い
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。
ア
メ
ル
先
生
は
こ
れ
が
最
後
に
な
る
授
業
で
、
フ
ラ
ン
ス
語
が
い
か
に
す
ば
ら
し
い
言
語
か
、
自
分
た
ち
の
言
葉
を
守
る
こ
と
が

ど
れ
だ
け
大
切
か
を
説
き
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
ア
メ
ル
先
生
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
か
ら
つ
ぎ
へ
と
話
を
始
め
た
。
フ
ラ
ン
ス
語
は
世
界
じ
ゅ
う
で
い
ち
ば
ん
美
し
い
、
い
ち
ば
ん

は
っ
き
り
し
た
、
い
ち
ば
ん
力
強
い
言
葉
で
あ
る
こ
と
や
、
あ
る
民
族
が
ど
れ
い
と
な
っ
て
も
、
そ
の
国
語
を
保
っ
て
い
る
か
ぎ
り
は
、
そ
の
ろ
う
獄
の
か
ぎ

0

0

を

握
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
、
私
た
ち
の
あ
い
だ
で
フ
ラ
ン
ス
語
を
よ
く
守
っ
て
、
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
話
し
た
。



（
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
ド
ー
デ
ー
／
桜
田
佐
訳
「
最
後
の
授
業
」）

（
2
）

（
Ａ
）

※



国― 3

教
室
の
村
人
た
ち
も
、
ア
メ
ル
先
生
の
授
業
を
真
剣
に
聞
き
ま
し
た
。
そ
し
て
十
二
時
の
鐘
が
な
る
と
同
時
に
、
プ
ロ
シ
ア
兵
の
ラ
ッ
パ
が
窓
の
下
で
鳴
り
響
き
ま
す
。

ア
メ
ル
先
生
は
最
後
に
黒
板
に
「
フ
ラ
ン
ス
ば
ん
ざ
い
！
」
と
大
き
な
字
で
書
き
、
最
後
の
授
業
を
終
え
る
の
で
し
た
。

感
動
的
な
お
話
で
す
ね
。「
ろ
う
獄
の
か
ぎ

0

0

を
握
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
囚と

ら

わ
れ
の
身
と
な
り
自
由
を
奪
わ
れ
て
も
、
自
分
で
自
分
を
カ
イ
ホ
ウ
で
き

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
人
間
の
自
由
を
保
障
す
る
の
は
「
国
語
」
だ
と
い
う
こ
と
。
自
分
の
言
葉
を
大
切
に
し
よ
う
と
い
う
力
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
国
語
の

教
科
書
に
ぴ
っ
た
り
と
思
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
お
話
は
、
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
多
く
の
教
科
書
に
載
っ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
あ
る
時
期
、
具
体
的
に
は

一
九
八
六
年
以
降
、
ぱ
っ
た
り
と
教
科
書
に
載
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
い
っ
た
い
何
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

一
つ
の
要
因
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
一
九
七
〇
年
代
の
終
わ
り
か
ら
一
九
八
〇
年
代
の
初
め
に
か
け
て
こ
の
作
品
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
、
い
く
つ
か
の
厳
し
い
ヒ
ハ

ン
で
す
。

小
説
の
舞
台
と
な
っ
た
ア
ル
ザ
ス
地
方
は
、
ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
の
間
に
あ
っ
て
、
戦
争
の
た
び
ご
と
に
コ
ッ
キ
ョ
ウ
線
が
変
わ
り
、
ド
イ
ツ
領
に
な
っ
た
り
フ
ラ
ン

ス
領
に
な
っ
た
り
し
て
い
た
場
所
で
す
（
ち
な
み
に
現
在
は
フ
ラ
ン
ス
領
で
す
）。
そ
れ
で
、
こ
の
地
域
の
ド
チ
ャ
ク
の
言
語
（
ア
ル
ザ
ス
語
）
は
、　
ａ　

よ
り
も
む

し
ろ　

ｂ　

に
近
い
の
で
す
。
た
と
え
ば
「
小
さ
い
」
と
い
う
意
味
の
単
語
は
ア
ル
ザ
ス
語
で
「klai

」
と
い
い
ま
す
。
ド
イ
ツ
語
で
は
「klein

」
で
す
か
ら
、
よ
く

似
て
い
ま
す
。
一
方
、
フ
ラ
ン
ス
語
は
「petit
」
で
す
。
全
く
違
い
ま
す
ね
。
ア
ル
ザ
ス
語
で
育
っ
た
人
た
ち
に
と
っ
て
、　
ｃ　

は　

ｄ　

よ
り
も
遠
く
、
努
力

し
な
け
れ
ば
身
に
つ
か
な
い
も
の
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。

つ
ま
り
、
ア
メ
ル
先
生
は
フ
ラ
ン
ツ
少
年
た
ち
に
自
分
た
ち
の
言
葉
を
守
る
こ
と
が
大
切
だ
と
説
き
ま
し
た
が
、
実
は
ア
メ
ル
先
生
こ
そ
が
、
ア
ル
ザ
ス
の
人
た
ち
に

自
分
た
ち
の
言
葉
（
ア
ル
ザ
ス
語
）
と
は
違
う
言
葉
（
フ
ラ
ン
ス
語
）
を
押
し
つ
け
る
立
場
だ
っ
た
の
で
す
。

そ
の
シ
ョ
ウ
コ
に
、
ア
メ
ル
先
生
は
次
の
よ
う
に
言
い
ま
す
。

あ
あ
！　

い
つ
も
勉
強
を
翌
日
に
延
ば
す
の
が
ア
ル
ザ
ス
の
大
き
な
不
幸
で
し
た
。
今
あ
の
ド
イ
ツ
人
た
ち
に
こ
う
言
わ
れ
て
も
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
し

た
ん
だ
、
君
た
ち
は
フ
ラ
ン
ス
人
だ
と
言
い
は
っ
て
い
た
。
そ
れ
な
の
に
自
分
の
言
葉
を
話
す
こ
と
も
書
く
こ
と
も
で
き
な
い
の
か
！
…
…

こ
の
「
自
分
の
言
葉
を
話
す
こ
と
も
書
く
こ
と
も
で
き
な
い
の
か
」
と
い
う
ア
メ
ル
先
生
の
セ
リ
フ
は
、
う
っ
か
り
し
て
い
る
と
「
読
む
こ
と
も
書
く
こ
と
も
で
き
な

い
の
か
」
と
頭
の
中
で
勝
手
に
直
し
て
読
ん
で
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
子
ど
も
向
け
の
本
の
中
に
は
そ
の
よ
う
に
改
変
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
原

文
で
は
は
っ
き
り
「parler

」（
話
す
）
と
い
う
単
語
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
生
ま
れ
育
っ
た
自
分
の
言
葉
な
ら
、
読
み
書
き
で
き
な
い
こ
と
は
あ
っ
て
も
、「
話
す
こ
と

が
で
き
な
い
」
な
ん
て
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ア
ル
ザ
ス
の
人
た
ち
に
と
っ
て
フ
ラ
ン
ス
語
は
勉
強
し
な
く
て
は
話
す
こ
と
の
で
き
な
い
言
葉
だ
っ
た
の
で
す
。

は
た
し
て
そ
れ
を
「
自
分
の
言
葉
」
と
言
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。

（
Ｂ
）

（
3
）

（
Ｃ
）

（
Ｄ
）

（
Ｅ
）
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こ
の
「
最
後
の
授
業
」
と
い
う
作
品
は
、
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
ド
ー
デ
ー
と
い
う
人
が
書
い
て
パ
リ
の
新
聞
に
載
せ
た
も
の
で
す
。
戦
争
に
負
け
て
ア
ル
ザ
ス
を
失
う
こ

と
に
な
っ
た
フ
ラ
ン
ス
人
、
と
り
わ
け
パ
リ
の
市
民
に
向
け
て
、
愛
国
心
や
カ
ン
シ
ョ
ウ
を
か
き
た
て
る
よ
う
な
書
き
方
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
で
も
、
実
際
に
ア
ル
ザ

ス
の
人
た
ち
は
ど
う
感
じ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
フ
ラ
ン
ス
語
を
習
え
な
く
な
る
こ
と
を
「
自
分
の
言
葉
が
奪
わ
れ
る
」
と
感
じ
る
人
は
ど
れ
ぐ
ら
い
い
た
で
し
ょ
う
か
。

こ
ん
な
ふ
う
に
、「
最
後
の
授
業
」
は
複
雑
な
背
景
が
あ
る
中
で
、
か
な
り
政
治
的
な
意
図
を
も
っ
て
書
か
れ
て
い
る
作
品
な
の
で
す
が
、「
そ
れ
を
単
純
に
い
い
話
み

た
い
に
し
て
教
科
書
に
載
せ
て
い
い
の
？
」
と
い
う
の
が
ヒ
ハ
ン
の
ポ
イ
ン
ト
で
し
た
。
田
中
克
彦
と
い
う
社
会
言
語
学
者
は
、
著
書
『
こ
と
ば
と
国
家
』
の
中
で
「
背

景
を
よ
く
考
え
て
み
る
と
、「
最
後
の
授
業
」
は
、
言
語
的
支
配
の
ド
ク
ゼ
ン
を
さ
ら
け
出
し
た
、
文
学
な
ど
と
は
関
係
の
な
い
、
植
民
者
の
政
治
的
煽せ

ん

情じ
ょ
う

の
一
篇ぺ

ん

で
し

か
な
い
」
と
ま
で
書
き
ま
し
た
。
か
な
り
厳
し
い
ヒ
ハ
ン
で
す
ね
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
ヒ
ハ
ン
が
い
く
つ
か
続
い
た
結
果
、
か
つ
て
は
ど
の
会
社
の
教
科
書
に
も
載

っ
て
い
る
よ
う
な
定
番
教
材
だ
っ
た
の
に
、
一
九
八
五
年
度
を
最
後
に
、
ぱ
っ
た
り
と
採
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

こ
の
「
最
後
の
授
業
」
と
そ
の
ヒ
ハ
ン
か
ら
も
、
国
家
の
言
葉
と
個
人
の
言
葉
は
違
う
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
場
所
を
支
配
す
る
国
が
変
わ
れ
ば
、
公
的

に
使
わ
れ
る
国
語
が
一
日
に
し
て
変
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
小
さ
い
頃
か
ら
覚
え
て
き
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
き
て
い
る
自
分
の
言
葉
が
、
イ
ッ

チ
ョ
ウ
イ
ッ
セ
キ
に
入
れ
替
わ
る
な
ん
て
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

小
さ
い
頃
か
ら
覚
え
て
き
た
自
分
に
と
っ
て
一
番
親
し
い
言
語
（
フ
ラ
ン
ツ
少
年
に
と
っ
て
の
ア
ル
ザ
ス
語
）
の
こ
と
を
、「
第
一
言
語
」
と
か
「
母
語
」
と
か
い
い

ま
す
。
母
語
と
は
生
ま
れ
て
最
初
に
覚
え
る
言
語
の
こ
と
で
す
が
、
学
び
と
る
相
手
は
も
ち
ろ
ん
母
親
に
限
ら
ず
父
親
や
ほ
か
の
ヨ
ウ
イ
ク
者
で
あ
っ
て
も
か
ま
い
ま
せ

ん
。
ま
た
、「
母
語
」
や
「
第
一
言
語
」
と
呼
べ
る
言
語
が
複
数
あ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

人
間
を
自
由
に
解
き
放
つ
「
ろ
う
獄
の
か
ぎ

0

0

」
に
な
る
言
葉
と
い
う
の
は
、
本
来
は
ま
ず
こ
の
よ
う
な
母
語
の
こ
と
だ
と
考
え
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
が

世
界
を
認
識
し
、
思
考
す
る
の
を
支
え
て
く
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
国
家
の
言
葉
は
、
公
文
書
や
学
校
教
育
な
ど
、
そ
の
国
で
公
式
に
用
い
ら
れ
る
言
語
で
す
。
ふ
つ
う
国
民
の
多
く
が
話
す
言
語
が
採
用
さ
れ
ま
す
。

言
語
と
民
族
と
国
家
が
イ
コ
ー
ル
で
結
ば
れ
る
と
い
う
の
が
近
代
の
国
民
国
家
の
テ
ン
ケ
イ
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
国
内
に
異
な
る
言
語
を
話
す
グ
ル
ー
プ
が
複
数
あ
る
場
合
は
、
一
つ
の
国
で
公
用
語
が
複
数
定
め
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
カ
ナ
ダ
は
英
語

と
フ
ラ
ン
ス
語
、
ベ
ル
ギ
ー
は
オ
ラ
ン
ダ
語
・
フ
ラ
ン
ス
語
・
ド
イ
ツ
語
が
公
用
語
に
な
っ
て
い
ま
す
。

と
は
い
え
、
す
べ
て
の
人
の
母
語
が
国
語
に
採
用
さ
れ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
国
家
の
言
葉
が
自
分
の
母
語
と
異
な
る
言
語
で
あ
る
場
合
、
国
語
を
身
に
つ
け
て
使
い

こ
な
す
の
は
そ
れ
な
り
に
苦
労
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
ど
う
せ
苦
労
す
る
な
ら
、
は
じ
め
か
ら
公
式
に
通
用
す
る
言
葉
だ
け
使
え
れ
ば
い
い
」
と
考
え
て
、
小
さ

い
頃
に
親
か
ら
習
い
覚
え
た
言
葉
を
使
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
て
、
少
数
言
語
の
話
し
手
は
だ
ん
だ
ん
減
っ
て
い
き
、
つ
い
に
は
言
語
が
消

滅
す
る
危
機
を
迎
え
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
実
は
日
本
に
も
そ
ん
な
消
滅
危
機
言
語
が
あ
る
の
で
す
が
…
…
こ
の
続
き
は
ま
た
あ
と
で
見
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。



（
仲
島
ひ
と
み
「
言
葉
の
地
図
を
手
に
い
れ
る
」
に
よ
る
。
な
お
、
小
見
出
し
は
省
略
し
た
。）

（
Ｆ
）

（
Ｇ
）

（
Ｈ
）

（
4
）

（
Ｉ
）

（
Ｊ
）
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【
本
文
2
】

日
課
が
終
る
と
、
習
字
に
移
っ
た
。
こ
の
日
の
た
め
に
、
ア
メ
ル
先
生
は
新
し
い
お
手
本
を
用
意
し
て
お
か
れ
た
。
そ
れ
に
は
、
み
ご
と
な
丸
い
書
体
で
、「
フ
ラ
ン

ス
、
ア
ル
ザ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ア
ル
ザ
ス
。」
と
書
い
て
あ
っ
た
。
小
さ
な
旗
が
、
机
の
く
ぎ
に
か
か
っ
て
、
教
室
じ
ゅ
う
に
ひ
る
が
え
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
み
ん

な
ど
ん
な
に
一
生
懸
命
だ
っ
た
ろ
う
！　

そ
れ
に
な
ん
と
い
う
静
け
さ
！　

た
だ
紙
の
上
を
ペ
ン
の
き
し
る
の
が
聞
こ
え
る
ば
か
り
だ
。
途
中
で
一
度
こ
が
ね
虫
が
入
っ

て
き
た
が
、
だ
れ
も
気
を
取
ら
れ
な
い
。
小
さ
な
子
ど
も
ま
で
が
、
一
心
に
棒
を
引
い
て
い
た
。
ま
る
で
そ
れ
も
フ
ラ
ン
ス
語
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
ま
じ
め
に
、
心
を

こ
め
て
…
…　

学
校
の
屋
根
の
上
で
は
、
は
と

0

0

が
静
か
に
鳴
い
て
い
た
。
私
は
そ
の
声
を
聞
い
て
、

『
今
に
は
と

0

0

ま
で
ド
イ
ツ
語
で
鳴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
？
』
と
思
っ
た
。

と
き
ど
き
ペ
ー
ジ
か
ら
目
を
あ
げ
る
と
、
ア
メ
ル
先
生
が
教
壇
に
じ
っ
と
す
わ
っ
て
、
周
囲
の
も
の
を
見
つ
め
て
い
る
。
ま
る
で
小
さ
な
校
舎
を
全
部
目
の
中
に
納
め

よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
だ
…
…　

無
理
も
な
い
！　

四
十
年
来
こ
の
同
じ
場
所
に
、
庭
を
前
に
し
て
、
少
し
も
変
ら
な
い
彼
の
教
室
に
い
た
の
だ
っ
た
。
た
だ
、
腰
掛
け

と
机
が
、
使
わ
れ
て
い
る
あ
い
だ
に
、
こ
す
ら
れ
、
み
が
か
れ
た
だ
け
だ
。
庭
の
く
る
み
の
木
が
大
き
く
な
り
、
彼
の
手
植
え
の
ウ
ブ
ロ
ン
が
、
今
は
窓
の
葉
飾
り
に
な

っ
て
、
屋
根
ま
で
伸
び
て
い
る
。
か
わ
い
そ
う
に
、
こ
う
い
う
す
べ
て
の
物
と
別
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
に
と
っ
て
は
ど
ん
な
に
悲
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し

て
、
荷
造
り
を
し
て
い
る
妹
が
二
階
を
往ゆ

き

来き

す
る
足
音
を
聞
く
の
は
、
ど
ん
な
に
苦
し
か
っ
た
ろ
う
！　

明あ

日す

は
出
か
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
、
永
遠
に
こ
の
土
地

を
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

そ
れ
で
も
彼
は
勇
を
鼓
し
て
、
最
後
ま
で
授
業
を
続
け
た
。
習
字
の
次つ

ぎ
は
歴
史
の
勉
強
だ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
小
さ
な
生
徒
た
ち
が
み
ん
な
一
し
ょ
に
バ
ブ
ビ
ボ
ビ

ュ
を
歌
っ
た
。
う
し
ろ
の
、
教
室
の
奥
で
は
、
オ
ゼ
ー
ル
老
人
が
め
が
ね
を
掛
け
、
初
等
読
本
を
両
手
で
持
っ
て
、
彼
ら
と
一
し
ょ
に
文
字
を
拾
い
読
み
し
て
い
た
。
彼

も
一
生
懸
命
な
の
が
分
か
っ
た
。
彼
の
声
は
感
激
に
震
え
て
い
た
。
そ
れ
を
聞
く
と
あ
ま
り
こ
っ
け
い
で
痛
ま
し
く
て
、
私
た
ち
は
み
ん
な
、
笑
い
た
く
な
り
、
泣
き
た

く
も
な
っ
た
。
ほ
ん
と
う
に
、
こ
の
最
後
の
授
業
の
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
な
い
…
…



（
ド
ー
デ
ー
著
、
桜
田
佐
訳
「
最
後
の
授
業
」
に
よ
る
）

（
注
1
）
ウ
ブ
ロ
ン
…
…
つ
る
状
の
植
物
。
英
語
で
は
「
ホ
ッ
プ
」
と
い
う
。

（
注
2
）
バ
ブ
ビ
ボ
ビ
ュ
…
…
子
ど
も
向
け
の
歌
の
名
称
。

（
注
1
）

（
注
2
）
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問
一　

傍
線
部
（
Ａ
）
～
（
Ｊ
）
の
カ
タ
カ
ナ
で
表
記
さ
れ
た
語
句
と
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。
解

答
番
号
は　

1　

～　

10　

。
①　

メ
イ
キ
ョ
ウ
も
裏
を
照
ら
さ
ず

②　

親
に
セ
ッ
キ
ョ
ウ
を
さ
れ
る

③　

悟
り
の
キ
ョ
ウ
チ
に
達
す
る

④　

二
つ
の
国
を
カ
キ
ョ
ウ
す
る

⑤　

本
文
の
主
張
に
キ
ョ
ウ
メ
イ
す
る

①　

カ
イ
ゾ
ウ
度
の
高
い
画
質

②　

国
会
が
カ
イ
カ
イ
す
る

③　

建
物
の
カ
イ
カ
に
音
が
響
く

④　

ゲ
ン
カ
イ
態
勢
を
敷
く

⑤　

体
調
が
カ
イ
ホ
ウ
に
向
か
う

①　

意
見
に
ハ
ン
パ
ツ
す
る

②　

ハ
ン
テ
イ
勝
ち
を
収
め
る

③　

ハ
ン
ザ
ツ
な
仕
事
を
す
る

④　

ハ
ン
ザ
イ
行
為
を
取
り
し
ま
る

⑤　

明
治
政
府
は
ハ
イ
ハ
ン
チ
ケ
ン
を
行
っ
た

（
Ａ
）
コ
ッ
キ
ョ
ウ

　

1　

（
Ｂ
）
カ
イ
ホ
ウ

　

2　

（
Ｃ
）
ヒ
ハ
ン

　

3　
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①　

中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ノ
ウ
ド
制

②　

ド
ソ
ク
で
家
に
上
が
る

③　

ド
リ
ョ
ウ
が
大
き
い
人
だ

④　

ド
ゴ
ウ
が
飛
び
交
う

⑤　

ナ
ン
ド
の
隅
に
し
ま
う

①　

本
部
を
キ
ョ
テ
ン
に
活
動
す
る

②　

活
動
を
ニ
ン
キ
ョ
す
る

③　

キ
ョ
ト
ウ
態
勢
で
臨
む

④　

キ
ョ
ジ
ツ
入
り
乱
れ
た
話

⑤　

横
浜
の
旧
外
国
人
キ
ョ
リ
ュ
ウ
地

①　

シ
ョ
ウ
バ
ツ
歴
は
な
い

②　

ケ
イ
シ
ョ
ウ
地
を
訪
れ
る

③　

曲
が
っ
た
こ
と
の
で
き
な
い
シ
ョ
ウ
ブ
ン

④　

シ
ョ
ウ
ガ
イ
事
件
が
起
こ
る

⑤　

友
人
と
ダ
ン
シ
ョ
ウ
す
る

①　

ゼ
ン
デ
ラ
で
修
行
す
る

②　

あ
の
人
は
タ
イ
ゼ
ン
と
し
て
い
る

③　

屋
根
を
シ
ュ
ウ
ゼ
ン
す
る

④　

ジ
ゼ
ン
に
策
を
練
っ
て
お
く

⑤　

ゼ
ン
ア
ク
を
判
断
す
る

（
Ｄ
）
ド
チ
ャ
ク

　

4　

（
Ｅ
）
シ
ョ
ウ
コ

　

5　

（
Ｆ
）
カ
ン
シ
ョ
ウ

　

6　

（
Ｇ
）
ド
ク
ゼ
ン

　

7　
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①　

チ
ョ
ウ
ナ
イ
会
の
集
ま
り

②　

誰
に
で
も
チ
ョ
ウ
シ
ョ
が
あ
る

③　

ヤ
チ
ョ
ウ
の
観
察
に
出
か
け
る

④　

カ
ク
チ
ョ
ウ
高
い
雰
囲
気

⑤　

チ
ョ
ウ
テ
イ
に
仕
え
る
貴
族

①　

乳
ヨ
ウ
ジ
の
発
達

②　

エ
イ
ヨ
ウ
の
豊
富
な
食
品

③　

意
見
を
ヨ
ウ
ゴ
す
る

④　

ヨ
ウ
ヒ
紙
に
文
字
を
書
く

⑤　

ヨ
ク
ヨ
ウ
を
つ
け
て
話
す

①　

テ
ン
ジ
会
に
行
く

②　

積
み
荷
に
テ
ン
チ
ム
ヨ
ウ
と
書
く

③　

カ
イ
テ
ン
の
力
を
伝
え
る

④　

ジ
テ
ン
で
意
味
を
調
べ
る

⑤　

庶
民
生
活
を
テ
ン
ビ
ョ
ウ
す
る

（
Ｈ
）
イ
ッ
チ
ョ
ウ
イ
ッ
セ
キ

　

8　

（
Ｉ
）
ヨ
ウ
イ
ク

　

9　

（
Ｊ
）
テ
ン
ケ
イ

　

10　
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問
二　

傍
線
部
（
1
）「
ど
う
し
て
、
日
本
で
は
教
科
の
名
前
が
「
日
本
語
」
で
は
な
く
「
国
語
」
な
の
で
し
ょ
う
」
と
あ
る
が
、
こ
の
問
い
か
け
に
含
ま
れ
る
筆
者
の

意
図
と
し
て
適
切
で
な
い
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。
解
答
番
号
は　

11　

。

①　
「
好
き
な
科
目
は
国
語
で
す
」
と
述
べ
る
と
き
に
、
英
語
で
は
中
立
的
な
「Japanese

」
と
い
う
表
現
に
な
る
こ
と
を
示
し
て
、
中
立
的
に
述
べ
る
こ
と
の
重

要
性
に
つ
い
て
問
題
提
起
を
し
て
い
る
。

②　

ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
で
は
言
語
教
科
に
「
国
」
に
あ
た
る
意
味
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
、
教
科
名
に
「
国
」
を
含
め
る
必
然
性
が
な
い
と
い
う

こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。

③　

日
本
の
中
学
生
で
も
、
英
語
で
国
語
の
こ
と
を
呼
ぶ
と
き
は
「Japanese

」
と
な
り
、
か
な
ら
ず
し
も
「
国
」
を
含
め
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
説
明

し
て
い
る
。

④　
「
国
語
」
の
こ
と
を
「
日
本
語
」
と
呼
ん
で
も
よ
い
の
に
、「
国
語
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
を
示
し
て
、
な
ぜ
「
国
語
」
と
い
う
名
称
を
用
い
る
の
か
に
つ
い
て

問
題
提
起
を
し
て
い
る
。

⑤　

読
者
に
と
っ
て
身
近
な
「
国
語
」
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
問
い
か
け
る
こ
と
を
通
し
て
、
こ
の
あ
と
の
文
章
の
話
題
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。

問
三　

傍
線
部
（
2
）「
個
人
の
言
葉
と
国
家
の
言
葉
は
違
う
と
い
う
こ
と
」
と
は
ど
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
一
つ
選

び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、　

12　

。

①　

一
番
得
意
な
言
葉
と
、
家
で
両
親
が
用
い
る
言
葉
が
違
う
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、
人
に
よ
っ
て
は
個
人
の
言
葉
が
家
庭
か
ら
排
除
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
い
う

こ
と
。

②　

多
く
の
国
に
お
い
て
は
多
く
の
人
が
話
す
言
葉
と
学
校
で
教
わ
る
言
葉
が
一
致
し
て
い
な
い
場
合
が
あ
り
、
こ
れ
を
統
一
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

③　

日
記
帳
に
、
自
分
の
パ
ス
ポ
ー
ト
を
発
行
し
た
国
と
は
別
の
国
の
言
葉
を
つ
づ
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、
国
籍
と
自
分
が
ど
の
国
の
言
葉
を
使
う
か
と
が
一
致

す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。

④　

日
本
で
育
て
ば
日
本
語
が
得
意
な
言
葉
に
な
る
が
、
別
の
地
域
で
育
て
ば
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、
後
者
に
あ
た
る
人
た
ち
を
支
援
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
こ
と
。

⑤　

自
分
の
言
葉
と
、
家
族
の
言
葉
と
、
国
の
言
葉
は
多
く
の
場
合
一
致
し
て
い
る
が
、
自
分
の
言
葉
と
家
族
の
言
葉
は
、
と
き
に
一
致
し
な
い
場
合
が
あ
る
と
い

う
こ
と
。
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問
四　

※
印
を
つ
け
た
引
用
部
分
に
つ
い
て
書
か
れ
た
文
章
と
し
て
適
切
で
な
い
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。
解
答
番
号
は　

13　

。

①　

前
後
の
部
分
か
ら
字
下
げ
を
行
う
こ
と
で
、
こ
の
部
分
が
引
用
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。

②　

出
典
を
示
す
こ
と
で
、
引
用
と
し
て
の
ル
ー
ル
を
守
り
、
剽
窃
に
な
ら
な
い
よ
う
努
め
て
い
る
。

③　

原
典
の
内
容
を
直
接
示
す
こ
と
で
、
読
者
が
よ
り
鮮
明
に
イ
メ
ー
ジ
を
持
て
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

④　

原
典
を
引
用
す
る
こ
と
で
、
筆
者
の
感
動
し
て
い
る
思
い
を
さ
り
げ
な
く
伝
え
て
い
る
。

⑤　

原
典
の
内
容
を
も
と
に
議
論
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
議
論
の
よ
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
を
具
体
的
に
し
て
い
る
。

問
五　

傍
線
部
（
3
）「
と
こ
ろ
が
あ
る
時
期
、
具
体
的
に
は
一
九
八
六
年
以
降
、
ぱ
っ
た
り
と
教
科
書
に
載
ら
な
く
な
り
ま
し
た
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
そ

の
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。
解
答
番
号
は　

14　

。

①　

自
分
の
言
葉
を
大
切
に
し
よ
う
と
い
う
力
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
、
当
初
は
国
語
の
教
科
書
に
ぴ
っ
た
り
だ
と
思
わ
れ
た
が
、
の
ち
に
こ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
内
容

が
不
適
切
だ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
。

②　
「
ろ
う
獄
の
か
ぎ
を
握
っ
て
い
る
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
、
ア
メ
ル
先
生
が
こ
れ
を
強
く
主
張
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
の
ア
ル
ザ
ス
の
人
た
ち
は

「
自
分
の
言
葉
が
奪
わ
れ
る
」
と
は
考
え
な
か
っ
た
か
ら
。

③　

ア
ル
ザ
ス
語
と
近
い
言
葉
の
関
係
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
特
定
の
国
の
こ
と
ば
を
教
え
よ
う
と
す
る
ア
メ
ル
先
生
の
姿
勢
が
問
題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

か
ら
。

④　
「
話
す
こ
と
も
書
く
こ
と
も
で
き
な
い
の
か
」
を
「
読
む
こ
と
も
書
く
こ
と
も
で
き
な
い
の
か
」
と
改
変
し
て
し
ま
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
な
ど
、
自
分
の
言

葉
と
国
の
言
葉
の
関
係
に
つ
い
て
理
解
が
不
十
分
だ
っ
た
か
ら
。

⑤　

支
配
す
る
側
の
人
間
が
自
分
た
ち
に
都
合
の
い
い
よ
う
に
作
成
し
広
め
た
話
を
、
感
動
的
な
作
品
と
し
て
紹
介
し
て
い
い
の
か
と
い
う
批
判
が
複
数
の
論
者
か

ら
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
。
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問
六　

空
欄
ａ
～
ｄ
に
入
る
語
句
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。
解
答
番
号
は　

15　

。

①　
ａ
：
フ
ラ
ン
ス
語　
　

ｂ
：
ド
イ
ツ
語　
　
　
ｃ
：
フ
ラ
ン
ス
語　
　

ｄ
：
ド
イ
ツ
語

②　
ａ
：
ド
イ
ツ
語　
　
　

ｂ
：
フ
ラ
ン
ス
語　
　
ｃ
：
ド
イ
ツ
語　
　
　

ｄ
：
フ
ラ
ン
ス
語

③　
ａ
：
フ
ラ
ン
ス
語　
　

ｂ
：
ド
イ
ツ
語　
　
　
ｃ
：
ア
ル
ザ
ス
語　
　

ｄ
：
フ
ラ
ン
ス
語

④　
ａ
：
フ
ラ
ン
ス
語　
　

ｂ
：
ド
イ
ツ
語　
　
　
ｃ
：
ア
ル
ザ
ス
語　
　

ｄ
：
ド
イ
ツ
語

⑤　
ａ
：
ド
イ
ツ
語　
　
　

ｂ
：
フ
ラ
ン
ス
語　
　
ｃ
：
フ
ラ
ン
ス
語　
　

ｄ
：
ア
ル
ザ
ス
語

問
七　

傍
線
部
（
4
）「「
第
一
言
語
」
と
か
「
母
語
」
と
か
」
と
あ
る
が
、
本
文
に
よ
れ
ば
「
第
一
言
語
」
あ
る
い
は
「
母
語
」
と
は
ど
の
よ
う
な
言
葉
か
。
そ
の
説
明

と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。
解
答
番
号
は　

16　

。

①　

読
み
書
き
の
み
な
ら
ず
、
話
す
こ
と
に
つ
い
て
も
自
然
に
習
得
で
き
る
、
そ
の
人
に
と
っ
て
最
重
要
の
言
葉
。

②　

読
み
書
き
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
が
、
世
界
を
認
識
し
、
思
考
す
る
こ
と
を
支
え
て
く
れ
る
言
葉
。

③　

戦
時
に
は
か
な
ら
ず
愛
国
心
と
結
び
付
け
ら
れ
、
多
く
の
人
に
と
っ
て
国
を
守
る
原
動
力
に
な
る
言
葉
。

④　

と
て
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
一
方
、
支
配
す
る
国
が
変
わ
れ
ば
一
日
で
変
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
言
葉
。

⑤　

学
び
と
る
相
手
は
母
親
に
限
ら
ず
父
親
や
ほ
か
の
大
人
で
も
よ
い
が
、
他
国
の
人
で
は
あ
り
え
な
い
言
葉
。
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問
八　
【
本
文
2
】
の
表
現
上
の
特
徴
と
し
て
適
切
で
な
い
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。
解
答
番
号
は　

17　

。

①　
「
小
さ
な
旗
が
、
机
の
く
ぎ
に
か
か
っ
て
、
教
室
じ
ゅ
う
に
ひ
る
が
え
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。」
と
い
う
直
喩
を
用
い
る
こ
と
で
、
登
場
人
物
た
ち
の
フ
ラ
ン

ス
へ
の
思
い
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
描
写
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

②　
「
そ
れ
に
な
ん
と
い
う
静
け
さ
！
」
と
い
う
体
言
止
め
を
用
い
る
こ
と
で
、
教
室
の
人
々
の
真
剣
さ
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

③　
「
小
さ
な
子
ど
も
ま
で
が
、
一
心
に
線
を
引
い
て
い
た
。
ま
る
で
そ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
語
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
ま
じ
め
に
、
心
を
こ
め
て
…
…
」
と
い
う
倒
置

法
を
用
い
る
こ
と
で
、
教
室
の
人
々
の
様
子
を
劇
的
に
示
そ
う
と
し
て
い
る
。

④　
「
た
だ
、
腰
掛
け
と
机
が
、
使
わ
れ
て
い
る
あ
い
だ
に
、
こ
す
ら
れ
、
み
が
か
れ
た
だ
け
だ
。」
と
い
う
擬
人
法
を
用
い
る
こ
と
で
、
腰
掛
け
や
机
の
様
子
を
具

体
的
に
想
像
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

⑤　
「
明
日
は
出
か
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
、
永
遠
に
こ
の
土
地
を
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
」
と
い
う
反
復
法
を
用
い
る
こ
と
で
、
ア
メ
ル
先
生
の
悲

し
み
を
表
そ
う
と
し
て
い
る
。

問
九　

次
は
、【
本
文
1
】
を
学
習
し
た
あ
と
で
【
本
文
2
】
を
読
ん
だ
生
徒
た
ち
の
会
話
で
あ
る
。【
本
文
1
】
の
筆
者
の
主
張
を
ふ
ま
え
た
【
本
文
2
】
の
内
容
に
つ

い
て
の
指
摘
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。
解
答
番
号
は　

18　

。

①　



生
徒
Ａ　
「
フ
ラ
ン
ス
、
ア
ル
ザ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ア
ル
ザ
ス
。」
と
い
う
部
分
か
ら
、
ア
メ
ル
先
生
が
実
際
に
は
フ
ラ
ン
ス
語
を
押
し
つ
け
る
こ
と
に
引
け

目
を
感
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
ね
。

②　



生
徒
Ｂ　

私
は
「
途
中
で
一
度
こ
が
ね
虫
が
入
っ
て
き
た
が
、
だ
れ
も
気
を
取
ら
れ
な
い
。」
と
い
う
部
分
か
ら
、
こ
の
教
室
に
い
る
人
々
が
母
語
を
変
え
ら

れ
る
こ
と
に
つ
い
て
積
極
的
に
受
け
入
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
よ
。

③　



生
徒
Ｃ　

逆
に
私
は
、「
小
さ
な
子
ど
も
ま
で
が
、
一
心
に
棒
を
引
い
て
い
た
。
ま
る
で
そ
れ
も
フ
ラ
ン
ス
語
で
あ
る
か
の
よ
う
に
」
と
い
う
部
分
か
ら
、
登

場
人
物
が
特
定
の
言
語
を
押
し
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
抵
抗
し
て
い
る
と
思
っ
た
よ
。

④　



生
徒
Ｄ　
「
今
に
は
と

0

0

ま
で
ド
イ
ツ
語
で
鳴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
？
」
と
い
う
部
分
か
ら
、「
私
」
が
国
語
に
つ
い
て
争
う
こ
と
を
ば

か
ら
し
い
と
考
え
て
い
る
と
い
え
そ
う
だ
。

⑤　



生
徒
Ｅ　
「
彼
の
声
は
感
激
に
震
え
て
い
た
」
と
い
う
部
分
を
見
る
と
、
実
際
に
は
ほ
か
の
国
の
国
語
を
押
し
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
に
、
そ
の
こ
と
に
「
彼
」

自
身
も
気
づ
い
て
い
な
い
と
い
え
る
ね
。



国― 13

問
十　
【
本
文
1
】【
本
文
2
】
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
二
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。
た
だ
し
解
答
順
は
問
わ
な
い
。
解
答
番
号
は

　

19　

・　

20　

。

①　

自
分
た
ち
の
地
域
の
言
葉
を
学
ぶ
教
科
を
「
国
語
」
と
呼
ぶ
の
は
必
然
で
は
な
く
、
ま
た
日
本
の
国
語
科
も
英
語
に
訳
せ
ば
「Japanese

」
に
な
る
た
め
、
な

ぜ
「
国
語
」
と
呼
ぶ
の
か
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
。

②　

ア
ル
ザ
ス
の
人
々
に
と
っ
て
フ
ラ
ン
ス
語
は
勉
強
し
な
け
れ
ば
話
す
こ
と
が
で
き
な
い
言
葉
で
あ
っ
た
た
め
、
ア
ル
ザ
ス
が
プ
ロ
シ
ア
領
に
な
っ
た
こ
と
で
、

フ
ラ
ン
ス
語
は
母
語
、
国
語
双
方
の
資
格
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。

③　

国
語
と
は
そ
の
国
で
公
式
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
の
こ
と
で
あ
り
、
今
日
に
お
い
て
も
、
原
則
的
に
は
言
語
と
民
族
と
国
家
と
が
イ
コ
ー
ル
で
結
ば
れ
て
統
一
さ

れ
て
い
る
。

④　

教
科
書
の
教
材
は
、
自
分
の
母
語
お
よ
び
国
語
を
尊
重
す
べ
き
だ
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
よ
う
と
し
て
選
ば
れ
る
が
、
自
分
の
言
葉
だ
け
に
目
を
向
け
る

の
は
よ
く
な
い
と
い
う
批
判
か
ら
、
教
材
が
取
り
下
げ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

⑤　

国
語
が
母
語
と
異
な
る
場
合
に
は
、
同
じ
コ
ス
ト
を
か
け
る
な
ら
公
的
な
言
語
を
学
習
し
よ
う
と
い
う
考
え
か
ら
、
少
数
言
語
が
学
ば
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う

場
合
が
あ
り
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

⑥　

国
語
に
つ
い
て
は
ど
の
国
の
人
も
愛
着
を
も
ち
、
大
切
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
そ
れ
が
奪
わ
れ
て
も
そ
の
意
味
に
気
づ
い
て
い
な
い
場

合
も
あ
り
、
一
概
に
議
論
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
。
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〔
選
択
問
題
〕〈
現
代
文
〉
か
〈
古
文
〉
か
の
、
ど
ち
ら
か
を
選
択
し
て
、
一
方
の
み
を
答
え
な
さ
い
。

〔
二
〕〈
現
代
文
〉
問
題
削
除
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〔
二
〕〈
古
文
〉
次
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　
　

平
家
の
滅
亡
後
、
源
頼
朝
（
文
中
で
は
「
鎌か
ま

倉く
ら

殿ど
の
」）
を
中
心
と
す
る
鎌
倉
幕
府
の
者
た
ち
は
平
家
の
残
党
を
探
し
て
い
た
が
、
平
家
方
の
武
士
で
あ
る
越え
っ

中ち
ゅ
う

次の
じ

郎ろ
う

兵び
ょ
う
衛え

盛も
り

嗣つ
ぎ
は
、
但た
じ
ま馬
国の
く
に
（
現
在
の
兵
庫
県
北
部
）
に
逃
げ
て
ゆ
き
、
そ
の
素
性
を
隠
し
て
気け
ひ
の比
四し

郎ろ
う

道ど
う
こ
う弘
と
い
う
人
物
の
婿む
こ
に
な
っ
て
い
た
。

地
頭
、
守
護
あ
や
し
み
け
る
程
に
、
何
と
し
て
か
も
れ
聞
こ
え
た
り
け
ん
、
鎌
倉
殿
御み

げ
う
し
よ

教
書
を
下
さ
れ
け
り
。「
但た

じ
ま
の
く
に
の
ぢ
ゆ
う
に
ん

馬
国
住
人
朝あ

さ

倉く
ら

太の
た

郎ら
う

大た
い

夫ふ

高た
か
き
よ清
。
平
家
の

侍
さ
ぶ
ら
ひ

越
中
次
郎
兵
衛
盛
嗣
、
当
国
に
居
住
の
由
き
こ
し
め
す
。
召
し
進ま

ゐ

ら
せ
よ
」
と
仰
せ
下
さ
る
。
気
比
の
四
郎
は
朝
倉
の
大
夫
が
聟む

こ

な
り
け
れ
ば
、
よ
び
寄
せ
て
い
か
が
し

て
か
ら
め
む
ず
る
と
議
す
る
に
、「
湯
屋
に
て
か
ら
む
べ
し
」
と
て
、
湯
に
い
れ
て
、
し
た
た
か
な
る
者
五
六
人
お
ろ
し
あ
は
せ
て
か
ら
め
ん
と
す
る
に
、
と
り
つ
け
ば

投
げ
倒
さ
れ
、
お
き
あ
が
れ
ば
け
倒
さ
る
。
互
ひ
に
身
は
ぬ
れ
た
り
、
取
り
も
た
め
ず
。
さ
れ
ど
も
衆
力
に
強
力
か
な
は
ぬ
事
な
れ
ば
、
二
三
十
人
ば
つ
と
寄
つ
て
、
太

刀
の
み
ね
、
長な

ぎ

刀な
た

の
柄
に
て
う
ち
な
や
し
て
か
ら
め
と
り
、
や
が
て
関
東
へ
参
ら
せ
た
り
け
れ
ば
、
御
ま
へ
に
ひ
つ
す
ゑ
さ
せ
て
、
事
の
子
細
を
召
し
問
は
る
。「
い
か

に
汝な

ん
ぢ

は
同
じ
平
家
の
侍
と
い
ひ
な
が
ら
、
故こ

親し
ん

に
て
あ
ん
な
る
に
、
死
な
ざ
り
け
る
ぞ
」。「
そ
れ
は
あ
ま
り
に
平
家
の
も
ろ
く
ほ
ろ
び
て
ま
し
ま
し
候さ

う
ら

ふ
間
、
も
し
や

と
ね
ら
ひ
参
ら
せ
候
ひ
つ
る
な
り
。
太
刀
の
身
の
よ
き
を
も
、
征そ

矢や

の
尻
の
か
ね
よ
き
を
も
、
鎌
倉
殿
の
御
た
め
と
こ
そ
こ
し
ら
へ
も
つ
て
候
ひ
つ
れ
ど
も
、
こ
れ
ほ
ど

に
運
命
つ
き
は
て
候
ひ
ぬ
る
う
へ
は
、
と
か
う
申
す
に
お
よ
び
候
は
ず
」。「
心
ざ
し
の
程
は
ゆ
ゆ
し
か
り
け
り
。
頼
朝
を
た
の
ま
ば
た
す
け
て
つ
か
は
ん
は
い
か
に
」。

「
勇
士
二じ

主し
ゆ

に
仕
へ
ず
。
盛
嗣
ほ
ど
の
者
に
御
心
ゆ
る
し
し
た
ま
ひ
て
は
、
か
な
ら
ず
御
後
悔
候
ふ
べ
し
。
た
だ
御
恩
に
は
と
く
と
く
頸く

び

を
召
さ
れ
候
へ
」
と
申
し
け
れ

ば
、「
さ
ら
ば
き
れ
」
と
て
、
由ゆ

井ゐ

の
浜
に
ひ
き
い
だ
い
て
、
き
つ
て
ん
げ
り
。
ほ
め
ぬ
者
こ
そ
な
か
り
け
れ
。



（『
平
家
物
語
』
に
よ
る
）

（
注
1
）
御
教
書
…
…
将
軍
か
ら
下
さ
れ
る
命
令
書
の
こ
と
。

（
注
2
）
但
馬
国
住
人
朝
倉
太
郎
大
夫
高
清
…
…
こ
こ
ま
で
が
命
令
書
の
宛
名
で
あ
る
。

（
注
3
）
取
り
も
た
め
ず
…
…
取
り
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
注
4
）
う
ち
な
や
し
て
…
…
ぐ
っ
た
り
し
た
状
態
に
さ
せ
て
。

（
注
5
）
故
親
…
…
古
く
か
ら
親
し
く
し
て
い
る
者
の
こ
と
。

（
注
6
）
征
矢
…
…
戦
場
で
使
用
す
る
矢
。

（
注
7
）
鎌
倉
殿
の
御
た
め
…
…
「
～
の
御
た
め
」
は
、
こ
こ
で
は
「
～
に
対
し
て
」
の
意
味
。

（
注
8
）
由
井
の
浜
…
…
由ゆ

比い

ヶが

浜は
ま

。
鎌
倉
の
南
の
海
岸
の
こ
と
。

（
Ａ
）

（
注
1
）

（
注
2
）

（
Ⅹ
）

（
Ｙ
）

（
注
3
）

（
1
）

（
注
4
）

（
Ｂ
）

（
注
5
）

（
注
6
）

（
注
7
）

（
2
）

（
Ｃ
）

（
注
8
）
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問
一　

傍
線
部
（
Ａ
）「
何
と
し
て
か
も
れ
聞
こ
え
た
り
け
ん
」・（
Ｂ
）「
事
の
子
細
」・（
Ｃ
）「
さ
ら
ば
き
れ
」
の
意
味
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
中
か

ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
（
Ａ
）
は　

28　

・（
Ｂ
）
は　

29　

・（
Ｃ
）
は　

30　

。

①　

何
者
と
し
て
漏
れ
聞
こ
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か

②　

何
者
と
し
て
ひ
そ
か
に
申
し
上
げ
て
し
ま
っ
た
の
か

③　

ど
う
し
て
漏
れ
伝
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か

④　

何
と
か
し
て
ひ
そ
か
に
申
し
上
げ
て
し
ま
っ
た
の
か

⑤　

ど
う
し
て
ひ
そ
か
に
申
し
上
げ
て
し
ま
っ
た
の
か

①　

詳
細
な
事
情

②　

細
密
な
事
物

③　

零
細
な
事
業

④　

事
件
の
原
因

⑤　

事
故
の
分
析

①　

そ
う
い
う
こ
と
で
、
斬
っ
た
。

②　

そ
う
い
う
こ
と
で
、
斬
れ
。

③　

そ
れ
な
ら
ば
、
斬
ろ
う
。

④　

そ
れ
な
ら
ば
、
斬
れ
。

⑤　

さ
よ
う
な
ら
、
斬
る
。

（
Ａ
）「
何
と
し
て
か
も
れ
聞
こ
え
た
り
け
ん
」

　

28　

（
Ｂ
）「
事
の
子
細
」

　

29　

（
Ｃ
）「
さ
ら
ば
き
れ
」

　

30　
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問
二　

二
重
傍
線
部
（
Ｘ
）「
む
ず
る
」・（
Ｙ
）「
か
ら
む
べ
し
」
の
語
句
の
文
法
的
意
味
の
説
明
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
番

号
で
答
え
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
（
Ｘ
）
は　

31　

・（
Ｙ
）
は　

32　

。

①　

意
志
の
助
動
詞
「
む
ず
」
の
連
体
形

②　

意
志
の
助
動
詞
「
む
ず
」
の
終
止
形

③　

婉
曲
の
助
動
詞
「
む
ず
」
の
連
体
形

④　

婉
曲
の
助
動
詞
「
む
ず
」
の
終
止
形

⑤　

推
量
の
助
動
詞
「
む
ず
」
の
終
止
形

①　

動
詞
「
か
ら
む
」
の
終
止
形　

＋　

意
志
の
助
動
詞
「
べ
し
」
の
終
止
形

②　

動
詞
「
か
ら
む
」
の
連
用
形　

＋　

推
量
の
助
動
詞
「
べ
し
」
の
終
止
形

③　

動
詞
「
か
ら
む
」
の
連
体
形　

＋　

適
当
の
助
動
詞
「
べ
し
」
の
連
体
形

④　

動
詞
「
か
る
」
の
未
然
形　

＋　

推
量
の
助
動
詞
「
む
」
の
終
止
形　

＋　

意
志
の
助
動
詞
「
べ
し
」
の
終
止
形

⑤　

動
詞
「
か
る
」
の
未
然
形　

＋　

意
志
の
助
動
詞
「
む
」
の
終
止
形　

＋　

推
量
の
助
動
詞
「
べ
し
」
の
終
止
形

問
三　

傍
線
部
（
1
）「
衆
力
に
強
力
か
な
は
ぬ
事
な
れ
ば
」
の
意
味
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。
解
答
番
号

は　

33　

。

①　

民
衆
の
力
に
は
権
力
も
対
抗
で
き
な
い
も
の
な
の
だ
と
し
た
ら

②　

大
勢
の
人
の
力
に
は
力
の
強
い
者
で
も
か
な
わ
な
い
も
の
な
の
で

③　

人
々
の
努
力
に
手
助
け
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
な
の
で

④　

民
衆
の
力
を
強
大
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
れ
ば

⑤　

大
勢
の
人
の
力
に
は
力
の
強
い
者
も
か
な
わ
な
い
も
の
な
ら
ば

（
Ⅹ
）「
む
ず
る
」

　

31　

（
Ｙ
）「
か
ら
む
べ
し
」

　

32　
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問
四　

傍
線
部
（
2
）「
心
ざ
し
の
程
は
ゆ
ゆ
し
か
り
け
り
」
の
意
味
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。
解
答
番
号

は　

34　

。

①　

愛
情
の
深
さ
は
恐
ろ
し
か
っ
た

②　

愛
情
の
深
さ
は
異
常
で
あ
っ
た

③　

忠
誠
心
の
深
さ
は
立
派
で
あ
っ
た

④　

忠
誠
心
の
深
さ
は
気
味
が
悪
か
っ
た

⑤　

贈
り
物
の
立
派
さ
は
恐
ろ
し
か
っ
た

問
五　

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。
解
答
番
号
は　

35　

。

①　

朝
倉
高
清
は
、
盛
嗣
を
捕
え
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
が
、
周
囲
の
人
々
に
抵
抗
さ
れ
た
た
め
、
捕
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

②　

捕
え
ら
れ
た
盛
嗣
は
、
も
と
は
平
家
の
侍
で
あ
っ
た
が
、
頼
朝
に
仕
え
よ
う
と
決
意
し
て
良
質
な
武
器
を
用
意
し
た
。

③　

頼
朝
は
、
盛
嗣
の
命
を
助
け
れ
ば
自
分
の
身
が
危
な
い
と
考
え
て
、
ま
っ
た
く
た
め
ら
う
こ
と
な
く
盛
嗣
を
殺
し
た
。

④　

捕
え
ら
れ
た
盛
嗣
は
、
勇
士
は
二
人
の
主
君
に
仕
え
る
こ
と
は
な
い
と
言
っ
て
、
頼
朝
に
仕
え
る
こ
と
を
拒
否
し
た
。

⑤　

頼
朝
が
、
盛
嗣
を
殺
す
こ
と
に
よ
っ
て
人
々
を
安
心
さ
せ
た
た
め
に
、
そ
の
措
置
を
称
賛
し
な
い
者
は
い
な
か
っ
た
。


