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第
1
問　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。

テ
キ
ス
ト
と
い
う
こ
と
ば
が
、
広
義
に
使
わ
れ
は
じ
め
て
か
ら
書
物
と
い
う
概
念
は
、
次
第
に
侵
食
を
受
け
て
き
は
じ
め
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
、
学
問
の
あ
る
分
野
が
、
そ
れ
に
携
わ

る
人
々
に
は
、
絶
対
的
な
は
ん
ち
ゅ
う

範
疇
で
あ
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
長
い
時
間
の
射
程
で
見
れ
ば
、
必
ず
し
も
外
見
ほ
ど
で
は
な
く
、
過
渡
的
で
あ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

テ
キ
ス
ト
と
い
う
こ
と
ば
は
、 　
　
　
　

、
テ
キ
ス
ト
理
論
と
い
っ
た
枠
組
の
な
か
で
は
、
書
物
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
る
文
学
作
品
を
対
象
と
し
て
は
い
る
。　
　
　
　

、
文
化
記

号
論
の
分
野
の
立
場
で
は
、
テ
キ
ス
ト
の
概
念
は
、
書
物
と
い
う
範
疇
を
遥
か
に
越
え
て
し
ま
っ
た
。　
　
　
　

、
テ
キ
ス
ト
は
、
日
本
語
で
も
本
文
と
か
、
文
献
と
か
手
本
と
か
、
教

科
書
と
い
う
こ
と
ば
で
表
現
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
書
物
の
下
位
概
念
で
あ
っ
た
。
書
物
の
な
か
に
は
絵
本
と
か
、
画
集
、
あ
る
い
は
楽
譜
の
よ
う
な
も
の
も
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
、
テ

キ
ス
ト
が
、
そ
れ
ら
と
並
ぶ
下
位
概
念
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
テ
キ
ス
ト
は
文
字
と
い
う
表
現
形
態
か
ら
解
放
さ
れ
た
た
め
、
文
字
を
、
あ
る
い
は
印
刷
さ
れ
た
活
字
を
中
心
と
し
た
書
物
は
、
テ
キ
ス
ト
が
獲
得
し
た
広
汎
な
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
の
一
部
に
落
ち
着
く
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
れ
で
は
拡
大
さ
れ
た
概
念
と
し
て
の
テ
キ
ス
ト
の
概
念
は
ど
の
程
度
ま
で
に
拡
げ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
テ
キ
ス
ト
と
い
う
表
現
の
現
在
の
と
こ
ろ
も
っ
と
も
拡
張
さ
れ
た
形

は
、
文
化
テ
キ
ス
ト
と
い
う
用
語
で
あ
る
。
こ
の
用
語
は
、
主
と
し
て
文
化
記
号
論
、
そ
れ
も
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
を
中
心
に
使
わ
れ
は
じ
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
今
日
書
物
の
文
化
に
お
け
る

位
置
を
考
え
な
お
す
た
め
に
、
も
っ
と
も
頼
り
に
な
る
概
念
の
一
つ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

文
化
記
号
論
の
考
え
方
で
は
、
文
化
は
テ
キ
ス
ト
の
集
合
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、 　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
文
化
と
い
う
名
の
テ
キ
ス
ト
は
数
多

く
の
下サ

ブ位
テ
キ
ス
ト
か
ら
な
っ
て
い
る
。
で
は
、
拡
大
さ
れ
た
意
味
で
使
わ
れ
る
テ
キ
ス
ト
と
は
何
か
。
テ
キ
ス
ト
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
下
位
の
範
疇
に
お
い
て
、「
情
報
」
を
盛
り
込

ん
で
解
読
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
バ
イ
タ
イ
で
あ
る
。

「
情
報
」
と
は
、
こ
う
い
っ
た
文
脈
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
ま
ず
、
第
一
義
的
に
は
、「
混
沌
」
と
し
た
表
現
を
排
し
て
、
一
定
の
秩
序
に

従
っ
て
、
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
記
号
を
介
し
て
、
人
間
が
自
分
の
属
し
て
い
る
世
界
お
よ
び
、
そ
の
構
成
要
素
を
理
解
す
る
手
が
か
り
で
あ
る
。
情
報
理
論
に
お
い
て
、
情
報
は
エ
ン
ト
ロ

ピ
ー
に
対
立
す
る
要
素
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
情
報
は
一
方
の
極
に
お
い
て
は
、
一
義
的
な
意
味
構
造
の
担
い
手
に
な
ろ
う
と
す
る
傾
向
を
持
ち
、
エ
ン

ト
ロ
ピ
ー
は
多
義
的
過
ぎ
て
、
秩
序
の
な
か
に
入
り
切
ら
な
い
要
素
で
あ
る
。

テ
キ
ス
ト
は
、
そ
れ
故
二
つ
の
側
面
を
持
つ
。
ま
ず
、
テ
キ
ス
ト
は
、
テ
キ
ス
ト
に
包
括
で
き
る
も
の
の
限
界
を
示
す
。
つ
ま
り
「
外
」
と
「
内
」
の
境
界
を
示
す
。
例
え
ば
、
絵

画
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
外
縁
、
ま
た
は
額
縁
は
、「
外
」
を
「
内
」
と
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
絵
画
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
べ
き
一
定
の
美
的
秩
序
の
単
位
を
画
定
す
る
。
音
楽
に

お
い
て
も
、
美
的
表
現
の
単
位
と
し
て
利
用
さ
れ
得
る
音
の
上
限
と
下
限
が
あ
り
、
始
め
と
終
り
が
、
原
則
と
し
て
時
間
の
単
位
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
。
国
家
ま
た
は
一
定
の
政
治
体

（
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も
テ
キ
ス
ト
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
、 　
　
　
　

を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
が
何
ら
か
の
意
味
で
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
よ
り

所
と
し
て
い
る
事
物
は
、一
定
の
「
外
」
と
「
内
」
を
区
別
す
る
リ
ン
カ
ク
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

我
々
が
課
題
と
し
て
い
る
「
書
物
」
に
即
し
て
言
え
ば
、
書
物
を
覆
っ
て
い
る
表
装
は
、
既
に
「
外
」
と
「
内
」
の
区
分
を
示
す
記
号
と
し
て
作
用
し
て
い
る
。
書
物
の
内
容
を
暗
示

す
る
装
丁
お
よ
び
表
題
は
、
内
容
を
示
す
ほ
か
に
、
当
の
書
物
に
属
さ
な
い
要
素
を
排
除
す
る
と
い
う
記
号
性
を
帯
び
て
い
る
。
そ
の
外
装
が
、
明
確
な
リ
ン
カ
ク
を
持
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
書
物
の
ペ
ー
ジ
の
外
縁
は
サ
イ
ダ
ン
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
秩
序
の
明
示
は
、
細
分
化
さ
れ
た
形
で
書
物
の
内
側
に
持
ち
込
ま
れ
る
。
扉
と
か
奥
付
と
い
っ
た
部

分
は
「
始
ま
り
」
と
「
終
り
」
を
示
す
こ
と
に
よ
る
単
位
の
画
定
の
試
み
の
延
長
線
上
に
あ
る
。

テ
キ
ス
ト
が
持
つ
も
う
一
つ
の
側
面
は
、
内
容
に
か
か
わ
る
情
報
の
提
供
と
い
う
形
を
と
る
。
情
報
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
静
的
な
記
号
を
介
し
て
、
世
界
の
量
的
な
側
面
を
伝
達
す

る
一
方
の
極
性
と
、
動
的
な
記
号
を
多
用
し
て
、
世
界
の
質
的
な
側
面
を
表
現
す
る
も
う
一
つ
の
極
性
に
対
比
し
て
、
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
は
、
統
計
あ
る
い
は
法
の
テ
キ

ス
ト
に
お
け
る
よ
う
に
、
一
義
的
な
意
味
の
担
い
手
と
し
て
の
記
号
に
イ
キ
ョ
す
る
の
を
原
則
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
美
的
情
報
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
も
規
定
す
る
こ
と
の
で
き

る
後
者
の
情
報
は
、
暗あ

ん

喩ゆ

か
ら
詩
的
言
語
に
至
る
ま
で
さ
ま
ざ
ま
の
多
義
的
表
現
の
手
段
を
ク
シ
し
て
、
情
報
が
情
報
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
排
除
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
文
化
の

な
か
で
否
定
的
な
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
の
曖あ

い
ま
い昧

で
、
不
確
定
的
で
、
人
々
の
安
定
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
揺
さ
ぶ
る
よ
う
な
要
素
を
、
テ
キ
ス
ト
の
な
か
に
取
り
戻

し
た
り
つ
な
ぎ
と
め
た
り
し
よ
う
と
す
る
。
書
物
が
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
、
人
々
の
解
読
に
供
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
テ
キ
ス
ト
の
な
か
に
組
み
込
む
の
は
、
こ
の
二
つ
の
極
の
間

の
無
数
の
変
数
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
活
字
を
単
位
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
書
物
だ
け
が
担
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
他
の
下
位
テ
キ
ス
ト
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ー
ド
の
配
置
に

よ
っ
て
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
芸
術
の
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
が
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
う
し
た
意
味
で
の
下
位
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
は
、
容
易
に
理
解
さ
れ
得
る
は
ず
で
あ
る
。

例
え
ば
、
演
劇
を
、
そ
の
で
き
る
だ
け
大
き
い
拡
が
り
に
お
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
演
劇
は
、
も
ち
ろ
ん
、
戯
曲
と
い
う
形
で
書
物
の
な
か
に
収
ま
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
誰
も
、
そ
れ
が
演
劇
の
完
成
し
た
、
ま
た
は
潜
在
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
充
分
に
実
現
す
る
形
態
で
あ
る
と
は
思
わ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
下
位
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
演
劇
は
、
ど
の
よ

う
な
構
成
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
の
外
装
が
「
内
」
と
「
外
」
と
い
っ
た
読
者
に
お
け
る
二
つ
の
異
な
っ
た
経
験
の
空
間
の
差
異
を
明
示
す
る
と
同
じ
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
劇
場
は
高
度
の
記
号
性
を
ク
シ
し
て

「
内
」
と
「
外
」
の
差
異
性
を
強
調
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
演
劇
ま
た
は
劇
場
に
お
け
る
「
内
」
と
「
外
」
の
関
係
は
外
見
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
劇
場
は
、
そ
の
本
来

の
姿
に
お
い
て
は
、
住
居
空
間
の
外
縁
部
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
占
め
る
位
置
に
お
い
て
、
既
に
「
外
」
ま
た
は
「
内
」
と
「
外
」
の
境
界
の
表
現
で
も
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
日
本
の
文
化
史
に
お
い
て
も
、
劇
場
の
原
型
の
一
つ
は
、
少
な
く
と
も
村
落
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
は
、
村
境
の
地
蔵
堂
の
よ
う
な
場
所
に
あ
っ
た
。

地
蔵
堂
と
い
う
の
は
、
村
落
に
寺
院
が
固
定
し
た
制
度
と
し
て
備
わ
る
以
前
に
、
村
境
に
設
え
ら
れ
た
建
造
物
で
あ
っ
た
。
地
蔵
と
い
う
表
現
が
既
に
村
境
の
十
字
路
と
い
う
両
義
的

Ｂ
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な
空
間
を
背
後
に
持
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
寺
院
が
村
空
間
の
な
か
に
固
定
し
た
後
ま
で
、「
内
」
と
「
外
」
と
の
境
界
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
。
本
来
地
蔵

堂
は
外
か
ら
や
っ
て
く
る
遊
行
僧
あ
る
い
は
旅
の
僧
、
御
師
、
旅
芸
人
が
宿
泊
す
る
か
、
そ
こ
で
死
者
の
供
養
を
行
っ
た
り
、
余
興
の
芸
を
演
じ
た
り
す
る
場
所
で
あ
っ
た
。
地
蔵
堂
と

似
た
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
し
た
空
間
と
し
て
立
所
（
た
っ
し
ょ
、
塔
所
と
も
書
く
）、
あ
る
い
は
踊
り
場
と
い
っ
た
場
所
が
挙
げ
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
は
、
異
形
の

者
と
し
て
の
霊
が
姿
を
現
わ
す
場
所
で
あ
り
、
人
間
も
人
間
な
ら
ぬ
者
の
姿
を
演
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
霊
の
側
に
一
時
的
に
移
行
し
て
異
形
性
を
帯
び
る
と
い
っ
た
空
間
で
あ
っ
た
。

地
蔵
堂
が
背
負
う
、
こ
う
し
た
両
義
的
記
号
表
現
の
故
に
、
そ
れ
は
、
劇
場
と
し
て
演
劇
的
に
使
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

�

（
出
典　

山
口
昌
男
『
文
化
の
詩
学
』）

＊
出
題
の
都
合
で
省
略
部
分
や
表
記
・
表
現
を
変
え
た
箇
所
が
あ
る
。

（
注
１
）　

範
疇
‥
‥
同
質
・
同
類
の
も
の
が
含
ま
れ
る
範
囲
、
種
類
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
。

（
注
２
）　

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
‥
‥
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
（
一
九
二
二
年
～
一
九
九
一
年
）、
社
会
主
義
国
家
。
ロ
シ
ア
連
邦
の
前
身
。

（
注
３
）　

エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
‥
‥
熱
力
学
に
お
い
て
物
質
の
状
態
を
表
す
量
の
一
つ
。
情
報
理
論
で
は
、
情
報
の
不
確
定
さ
の
度
合
い
。

（
注
４
）　

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
‥
‥
自
分
が
他
な
ら
ぬ
自
分
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
感
覚
・
意
識
。
自
己
同
一
性
。

（
注
５
）　

地
蔵
‥
‥
釈し

ゃ
か迦

の
死
後
、
弥み

ろ
く
ぼ
さ
つ

勒
菩
薩
が
出
現
す
る
ま
で
、
人
々
を
教
化
し
救
う
菩
薩
。
日
本
で
は
旅
人
や
子
供
を
守
る
と
さ
れ
る
。

（
注
６
）　

御
師
‥
‥
お
し
。
神
社
に
属
し
た
祈
祷
師
。
神
社
の
信
徒
を
相
手
に
祈
祷
や
宿
泊
の
世
話
を
し
た
。

（
注
６
）
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問
1　

傍
線
部
（
ア
）
～
（
オ
）
を
漢
字
で
書
い
た
と
き
に
、
そ
の
漢
字
と
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
次
の
各
群
の
1
～
5
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。

　
　

解
答
番
号
は
、
ア　
　
　
　

・
イ　
　
　
　

・
ウ　
　
　
　

・
エ　
　
　
　

・
オ　
　
　
　

。

�

1　

祝
宴
に
バ
イ
セ
キ
す
る
。�

�

1　

式
に
リ
ン
セ
キ
す
る
。

�

2　

バ
イ
シ
ョ
ウ
金
を
工
面
す
る
。�
�

2　

政
治
リ
ン
リ
を
問
う
。

（
ア
）
バ
イ
タ
イ�

３　

効
果
が
バ
イ
カ
す
る
。�

（
イ
）
リ
ン
カ
ク�

３　

フ
ウ
リ
ン
を
楽
し
む
。

　
　

1

�
4　

細
菌
を
バ
イ
ヨ
ウ
す
る
。�

　
　

2

�

4　

リ
ン
ジ
ン
を
助
け
る
。

�
5　

反
応
の
シ
ョ
ク
バ
イ
を
探
す
。�

�

5　

シ
ャ
リ
ン
を
点
検
す
る
。

�

1　

植
物
を
サ
イ
バ
イ
す
る
。�

�

1　

投
資
で
キ
ョ
リ
を
得
る
。

�

2　

判
事
が
サ
イ
テ
イ
を
下
す
。�

�

2　

提
案
を
キ
ョ
ゼ
ツ
す
る
。

（
ウ
）
サ
イ
ダ
ン�

３　

町
で
サ
イ
ジ
を
計
画
す
る
。�

（
エ
）
イ
キ
ョ�

３　

判
断
の
コ
ン
キ
ョ
を
問
う
。

　
　

３

�

4　

現
金
で
ケ
ッ
サ
イ
す
る
。�

　
　

4

�

4　

キ
ョ
ゲ
ン
を
も
て
あ
そ
ぶ
。

�

5　

会
議
を
シ
ュ
サ
イ
す
る
。�

�

5　

首
相
の
キ
ョ
シ
ュ
ウ
に
注
目
す
る
。

�

1　

ゴ
キ
ブ
リ
を
ク
ジ
ョ
す
る
。

�

2　

コ
ウ
ク
の
ゴ
ミ
を
拾
う
。

（
オ
）
ク
シ�

３　

シ
ン
ク
の
優
勝
旗
を
持
つ
。

　
　

5

�

4　

春
の
ク
カ
イ
を
計
画
す
る
。

�

5　

ク
ロ
ウ
を
乗
り
越
え
る
。

1

2

3

4

5

���������

���������

���������

���������

���������
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問
2　

傍
線
部
①
「
長
い
時
間
の
射
程
で
見
れ
ば
、
必
ず
し
も
外
見
ほ
ど
で
は
な
く
、
過
渡
的
で
あ
る
」
の
理
由
と
し
て
想
定
す
る
の
に
不
適
当
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ

選
べ
。
解
答
番
号
は　
　
　
　

。

1　

時
間
が
経
つ
中
で
、
新
た
に
生
ま
れ
た
分
野
に
吸
収
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
。

2　

時
代
や
環
境
の
変
化
に
よ
り
、
そ
の
一
部
が
不
必
要
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
。

３　

そ
の
学
問
分
野
が
発
展
拡
大
す
る
と
、
他
分
野
を
組
み
込
む
可
能
性
が
あ
る
か
ら
。

4　

時
代
が
移
り
変
わ
る
と
と
も
に
、
学
問
を
軽
視
す
る
風
潮
が
強
ま
っ
て
い
く
か
ら
。

5　

研
究
者
の
減
少
に
よ
り
、
守
備
範
囲
の
維
持
が
困
難
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
。

問
３　

空
欄 　
　
　
　

～ 　
　
　
　

に
入
る
語
を
、
次
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は
、
ａ　
　
　
　

・
ｂ　
　
　
　

・
ｃ　
　
　
　

。

　
　
　
　
　

1　

か
つ
て　
　
　

2　

む
し
ろ　
　
　

３　

し
か
し　
　
　

4　

た
し
か
に　
　
　

5　

あ
ま
つ
さ
え

　
　
　
　
　

1　

し
か
し　
　
　

2　

つ
ま
り　
　
　

３　

そ
し
て　
　
　

4　

と
こ
ろ
で　
　
　

5　

し
た
が
っ
て

　
　
　
　
　

1　

そ
し
て　
　
　

2　

か
つ
て　
　
　

３　

む
し
ろ　
　
　

4　

す
な
わ
ち　
　
　

5　

し
た
が
っ
て

問
4　

空
欄 　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
入
る
語
句
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は　
　
　
　

。

1　

文
化
は
テ
キ
ス
ト
の
代
表
で
あ
る

2　

文
化
自
体
が
テ
キ
ス
ト
で
あ
る

３　

文
化
は
テ
キ
ス
ト
の
一
部
で
あ
る

4　

文
化
は
テ
キ
ス
ト
の
下
位
概
念

5　

テ
キ
ス
ト
は
文
化
の
中
心
部
分

6

ａ

ｃ

7

8

9

ａｂｃ

Ａ

10
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問
5　

傍
線
部
②
「「
混
沌
」
と
し
た
表
現
を
排
し
て
、
一
定
の
秩
序
に
従
っ
て
、
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
記
号
を
介
し
て
、
人
間
が
自
分
の
属
し
て
い
る
世
界
お
よ
び
、
そ
の
構
成
要
素

を
理
解
す
る
」
の
説
明
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は　
　
　
　

。

1　

例
え
ば
、
ふ
だ
ん
使
っ
て
い
る
言
葉
に
つ
い
て
、
言
語
学
の
方
法
で
分
析
し
、
言
語
や
社
会
の
特
質
を
抽
出
す
る
と
い
っ
た
こ
と
。

2　

例
え
ば
、
自
国
の
生
活
や
経
済
を
向
上
さ
せ
る
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
各
国
の
専
門
家
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
と
い
っ
た
こ
と
。

３　

例
え
ば
、
自
分
が
属
し
て
い
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
グ
ル
ー
プ
の
方
針
に
つ
い
て
、
全
構
成
員
が
自
由
に
討
論
す
る
と
い
っ
た
こ
と
。

4　

例
え
ば
、
自
分
た
ち
は
何
の
た
め
に
生
き
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
有
識
者
の
意
見
を
ふ
ま
え
て
方
向
付
け
す
る
と
い
っ
た
こ
と
。

5　

例
え
ば
、
自
分
た
ち
の
社
会
の
本
質
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
し
く
理
解
す
る
と
い
っ
た
こ
と
。

問
6　

傍
線
部
③
「
二
つ
の
側
面
」
の
内
容
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は　
　
　
　

。

1　

包
括
で
き
る
限
界
が
ど
れ
ほ
ど
か
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
境
界
は
ど
こ
か
と
い
う
こ
と
。

2　

テ
キ
ス
ト
に
は
「
内
」
と
「
外
」、
量
と
質
と
い
う
二
つ
の
区
別
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

３　

ど
こ
ま
で
が
テ
キ
ス
ト
の
「
内
」
に
属
し
、
ど
こ
か
ら
が
「
外
」
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
。

4　

ど
こ
ま
で
が
範
囲
か
と
い
う
こ
と
と
、
内
容
と
し
て
ど
ん
な
情
報
を
含
む
か
と
い
う
こ
と
。

5　

絵
画
に
お
い
て
は
額
縁
と
表
現
内
容
、
音
楽
に
お
い
て
は
音
の
上
限
と
下
限
と
い
う
こ
と
。

問
７　

空
欄 　
　
　
　

に
入
る
語
句
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は　
　
　
　

。

1　

議
会 

2　

憲
法 

３　

主
権 

4　

軍
隊 

5　

国
境

11

12

Ｂ

13
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問
８　

傍
線
部
④
「
動
的
な
記
号
を
多
用
し
て
、
世
界
の
質
的
な
側
面
を
表
現
す
る
」
の
結
果
と
考
え
ら
れ
る
現
象
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

　
　

解
答
番
号
は　
　
　
　

。

1　

多
く
の
国
民
が
統
計
学
の
理
論
を
理
解
し
、
国
勢
調
査
に
協
力
し
て
い
る
。

2　
「
源
氏
物
語
」
を
、
外
国
の
大
学
で
日
本
文
学
の
専
門
家
が
研
究
し
て
い
る
。

３　

新
型
エ
ン
ジ
ン
を
搭
載
し
た
日
本
製
の
自
動
車
が
、
世
界
中
で
走
っ
て
い
る
。

4　

ニ
ュ
ー
オ
リ
ン
ズ
発
の
ジ
ャ
ズ
が
日
本
に
入
り
、
新
し
い
音
楽
が
生
ま
れ
る
。

5　
「
物
理
学
概
論
」
と
い
う
本
に
よ
っ
て
、
物
理
の
法
則
が
人
々
に
理
解
さ
れ
る
。

問
９　

傍
線
部
⑤
「
こ
の
二
つ
の
極
の
間
の
無
数
の
変
数
で
あ
る
」
の
説
明
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は　
　
　
　

。

1　
「
内
」
と｢

外｣

、
秩
序
と
曖
昧
、
一
義
性
と
多
義
性
、
美
的
と
詩
的
と
い
っ
た
対
立
す
る
要
素
が
、
不
確
定
な
割
合
で
存
在
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
。

2　

法
律
の
よ
う
な
安
定
し
た
文
言
の
中
に
、
詩
的
言
語
の
よ
う
な
曖
昧
で
排
除
せ
ざ
る
を
え
な
い
要
素
が
、
不
確
定
な
割
合
で
混
入
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
。

３　

情
報
と
し
て
一
義
的
に
理
解
で
き
る
部
分
と
、
筆
者
が
読
者
の
思
考
や
感
性
に
投
げ
か
け
て
く
る
種
々
の
要
素
と
が
、
複
雑
に
絡
み
合
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
。

4　

明
確
で
誰
に
も
理
解
で
き
る
情
報
と
高
度
で
わ
か
り
に
く
い
芸
術
的
な
情
報
が
互
い
に
せ
め
ぎ
合
う
結
果
、
矛
盾
が
顕
在
化
し
て
し
ま
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
。

5　

暗
喩
な
ど
の
不
確
定
な
多
義
的
表
現
を
含
む
美
的
情
報
と
、
人
々
の
安
定
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
揺
さ
ぶ
る
よ
う
な
情
報
と
が
混
在
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
。

14

15
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問
10　

傍
線
部
⑥
「
高
度
の
記
号
性
を
ク
シ
し
て
「
内
」
と
「
外
」
の
差
異
性
を
強
調
す
る
」
の
説
明
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

　
　

解
答
番
号
は　
　
　
　

。

1　

建
物
の
様
式
や
装
飾
な
ど
の
外
見
を
工
夫
し
て
、
そ
の
内
部
が
演
劇
上
演
の
場
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
と
い
う
こ
と
。

2　

高
度
な
記
号
を
考
案
し
、
そ
れ
を
前
面
に
押
し
出
し
て
、
そ
こ
が
演
劇
の
た
め
の
建
物
で
あ
る
と
発
信
す
る
と
い
う
こ
と
。

３　

建
物
や
看
板
を
よ
り
目
立
つ
も
の
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
が
他
の
劇
場
と
は
違
う
と
ア
ピ
ー
ル
す
る
と
い
う
こ
と
。

4　

高
度
な
演
出
に
よ
っ
て
、
そ
こ
が
村
や
町
の
集
会
場
と
は
別
次
元
の
演
劇
空
間
で
あ
る
よ
う
に
見
せ
る
と
い
う
こ
と
。

5　

演
劇
の
場
の
原
点
で
あ
っ
た
地
蔵
堂
を
シ
ン
ボ
ル
と
し
、
他
の
建
物
と
の
違
い
を
は
っ
き
り
と
主
張
す
る
と
い
う
こ
と
。

問
11　

傍
線
部
⑦
「
地
蔵
堂
が
背
負
う
、
こ
う
し
た
両
義
的
記
号
表
現
の
故
に
、
そ
れ
は
、
劇
場
と
し
て
演
劇
的
に
使
わ
れ
た
の
で
あ
る
」
の
説
明
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
次
の

う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は　
　
　
　

。

1�　

地
蔵
堂
は
、
遊
行
僧
や
旅
芸
人
、
御
師
な
ど
が
そ
こ
で
宿
っ
て
死
者
の
供
養
や
余
興
の
芸
を
行
う
、
立
所
と
同
様
な
場
所
と
し
て
知
ら
れ
、
異
形
の
者
で
あ
る
霊
も
現
れ
て

村
人
と
交
遊
し
た
こ
と
か
ら
、
し
だ
い
に
劇
場
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

2�　

地
蔵
堂
は
、
神
聖
な
地
蔵
を
ま
つ
っ
て
い
た
が
、
村
境
の
十
字
路
に
あ
っ
た
の
で
、
い
つ
し
か
遊
行
僧
や
旅
芸
人
、
異
形
の
者
と
し
て
の
霊
が
集
ま
る
よ
う
に
な
り
、
村
人

と
交
流
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
演
劇
的
な
劇
場
空
間
と
し
て
使
わ
れ
始
め
た
と
い
う
こ
と
。

３�　

地
蔵
堂
は
、
地
蔵
を
安
置
す
る
場
で
あ
っ
た
が
、
い
つ
し
か
遊
行
僧
や
旅
芸
人
、
御
師
な
ど
が
そ
こ
に
泊
ま
っ
て
死
者
の
供
養
や
余
興
の
芸
を
行
う
よ
う
に
な
り
、
そ
こ
へ

村
人
や
異
形
の
者
で
あ
る
霊
が
集
う
こ
と
で
、
結
果
と
し
て
演
劇
的
な
場
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

4�　

地
蔵
堂
は
、
地
蔵
を
ま
つ
り
、
村
境
の
十
字
路
と
い
う
、
村
の
「
内
」
と
「
外
」
の
境
界
に
あ
る
こ
と
で
、
村
人
と
遊
行
僧
や
旅
芸
人
が
交
わ
る
場
で
あ
り
、
異
形
の
者
と

し
て
の
霊
の
世
界
を
共
に
体
験
す
る
空
間
で
あ
っ
た
、
す
な
わ
ち
劇
場
空
間
で
あ
り
得
た
と
い
う
こ
と
。

5�　

地
蔵
堂
は
、
遊
行
僧
や
旅
芸
人
、
御
師
な
ど
が
そ
こ
で
宿
っ
て
供
養
や
芸
を
行
う
う
ち
に
、
霊
と
交
流
す
る
よ
う
に
な
り
、
好
奇
心
を
抱
い
た
村
人
が
そ
こ
に
引
き
寄
せ
ら

れ
て
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
演
劇
を
行
う
会
場
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
。

16

17
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第
2
問　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。

色
彩
に
も
ま
た
近
代
の
解
放
が
あ
っ
た
。

柳
田
国
男
は
、
こ
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。
柳
田
の
『
明
治
大
正
史
世
相
篇
』
と
い
う
本
は
、「
近
代
社
会
」
の
形
成
の
中
で
、
日
本
人
の
生
活
と
そ
の
感
覚
が
ど
の
よ
う
に
変
化

し
た
か
を
、
豊
富
な
事
実
例
と
深
い
洞
察
力
と
を
も
っ
て
記
し
た
名
著
で
す
。

こ
の
本
の
初
め
の
三
章
を
柳
田
は
、「
衣
の
変
化
」「
食
の
変
化
」「
住
の
変
化
」
の
記
述
に
そ
れ
ぞ
れ
充
て
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
重
ね
て
、
一
章
で
は
色
彩
と
肌
触
り
と
音
（
視
覚
、

触
覚
、
聴
覚
）
の
変
化
、
二
章
で
は
味
と
香
り
（
味
覚
、
嗅
覚
）
の
変
化
が
、
考
察
さ
れ
て
い
ま
す
。
木
綿
の
肌
着
の
普
及
が
ど
の
よ
う
に
日
本
の
若
い
男
女
の
感
覚
を
デ
リ
ケ
ー
ト

な
も
の
と
し
た
か
、
な
ど
、
ど
の
部
分
の
考
察
を
と
っ
て
も
興
趣
の
つ
き
な
い
も
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
日
本
人
の
感
覚
の
歴
史
の
、
こ
ま
か
い
知
識
が
目
的
で
は
な
く
、「
近
代
社
会
」

と
は
ど
の
よ
う
な
生
の
世
界
で
あ
る
か
と
い
う
、
社
会
学
的
な
大
き
な
主
題
に
光
を
当
て
る
こ
と
が
目
的
な
の
で
、
柳
田
の
記
述
の
冒
頭
の
部
分
、「
色
彩
の
感
覚
の
変
化
」
を
考
察
し

た
部
分
を
、
集
中
的
に
展
開
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

柳
田
は
ま
ず
、
近
代
以
前
の
人
々
の
感
覚
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
、

　
　

手た

む向
く
る
や
む
し
り
た
が
り
し
赤
い
花

と
い
う
一
茶
の
句
を
記
し
て
い
ま
す
。

こ
の
一
句
は
、
現
代
人
で
あ
る
ぼ
く
た
ち
に
は
、
理
解
の
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
言
葉
と
し
て
む
つ
か
し
い
言
葉
は
ひ
と
つ
も
な
い
。「
手
向
く
る
」
は
最
近
あ
ま
り
使

い
ま
せ
ん
が
、
仏
さ
ま
に
「
供
え
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
と
は
「
む
し
り
た
が
っ
た
」「
赤
い
花
」
と
い
う
こ
と
で
、
カ
ン
タ
ン
明
瞭
で
す
。
し
か
し
こ
の
句
は
、
何
を
言
お
う
と

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
句
は
一
茶
が
と
て
も
か
わ
い
が
っ
て
い
た
、
幼
い
女
の
子
が
病
気
で
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
き
に
、
悲
し
み
を
抑
え
て
よ
ん
だ
も
の
で
す
。
そ
れ
が
分
か
っ

て
も
ぼ
く
た
ち
に
は
そ
れ
ほ
ど
「
意
味
」
が
伝
わ
ら
な
い
。
世
界
の
あ
り
方
、
存
在
す
る
も
の
に
対
す
る
感
覚
が
、
現
代
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
世
界
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

ハ
ナ
と
い
う
日
本
語
に
は
、
花
・
華
／
鼻
・
岬
／
初
・
端
な
ど
、
た
く
さ
ん
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。（
初
、
端
は
、「
し
ょ
っ
ぱ
な
」「
ハ
ナ
初
め
か
ら
」
等
々
の
語
に
使
い
ま
す
。）
華

は
花
の
抽
象
化
、岬
は
鼻
の
よ
う
に
出
っ
張
っ
た
と
こ
ろ
、と
い
う
こ
と
で
、そ
れ
ぞ
れ
同
じ
語
で
あ
る
こ
と
は
す
ぐ
わ
か
り
ま
す
が
、／
で
区
切
っ
た
三
つ
の
系
列
（
花
と
鼻
と
初
）
は
、

現
代
人
に
は
全
然
別
の
、
た
が
い
に
無
関
係
な
コ
ン
セ
プ
ト
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。
偶
然
の
同
音
異
義
語
に
す
ぎ
な
い
と
。
け
れ
ど
も
ほ
ん
と
う
は
、
こ
れ
ら
は
み
な
同
じ
ゲ
ン
ギ
で
、

古
代
の
日
本
語
の
ハ
ナ
と
い
う
、 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

を
指
し
示
す
言
葉
の
用
法
た
ち
で
す
。（
中
略
）

①

②

（
ア
）

（
イ
）

Ａ
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「
花
」
と
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
緑
の
茎
や
枝
の
先
端
な
ど
に
、
い
き
な
り
赤
い
花
や
青
い
花
が
咲
く
。
あ
の
赤
い
色
や
青
い
色
は
、
今
ま
で
ど
こ
に
隠
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

子
ど
も
の
こ
ろ
、
ふ
し
ぎ
に
思
っ
た
人
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
考
え
れ
ば
「
キ
セ
キ
」
み
た
い
な
も
の
で
す
。「
ウ
ラ
の
世
界
」
が
あ
る
と
感
覚
し
て
い
た
時
代
の
人
間
は
、
あ
の
美
し

い
色
は
「
ウ
ラ
の
世
界
」
に
潜
在
し
て
い
た
と
感
じ
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
エ
リ
ア
ー
デ
と
い
う
ガ
イ
ハ
ク
な
比
較
宗
教
学
者
の
研
究
で
は
、
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
に
共
通
し

て
、「
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
」（「
聖
な
る
も
の
の
ケ
ン
ゲ
ン
」）
と
い
う
考
え
方
（
感
じ
ら
れ
方
）
が
あ
り
ま
す
。「
聖
な
る
も
の
」
は
、
当
然
こ
の
世
の
も
の
で
な
く
「
あ
の
世
」「
か
く
り

世
」「
ウ
ラ
の
世
界
」
に
属
す
る
も
の
で
す
。
七
色
の
虹
や
純
白
の
鳥
、
朱
の
花
や
黄
金
色
の
花
な
ど
の
鮮
烈
な
も
の
は
、
こ
の
異
次
元
の
〈
聖
な
る
も
の
〉
の
、
現
世
（
う
つ
し
世
）

へ
の
出
現
態
（「
別
世
界
の
消
息
」）
と
感
覚
さ
れ
た
。

レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
の
『
野
生
の
思
考
』
に
、
こ
う
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
原
住
民
が
、
自
分
た
ち
と
白
人
と
の
「
主
要
な
差
異
」
と
し
て
、

近
代
人
間
の
予
想
す
る
さ
ま
ざ
ま
の
「
大
き
な
ち
が
い
」
よ
り
も
先
に
、
白
人
は
平
気
で
花
を
折
る
が
自
分
た
ち
は
「
花
を
折
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
た
。
比
較
社
会
学
の
核
心

に
触
れ
る
問
題
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

花
は
こ
の
世
に
い
っ
ぱ
い
に
咲
き
乱
れ
て
い
る
「
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
」、
感
動
と
畏お

そ

れ
に
充
ち
た
も
の
た
ち
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
。
日
本
で
も
江
戸
時
代
ま
で
は
た
と
え
幼
い
子
供
で

あ
っ
て
も
、
花
を
む
し
る
こ
と
は
止
め
ら
れ
て
い
た
。
死
ん
で
「
あ
の
世
」
の
存
在
と
な
っ
た
と
き
に
初
め
て
、
花
は
手
向
け
て
も
ら
え
る
も
の
だ
っ
た
。
あ
ん
な
に
も
む
し
り
た
が
っ

て
い
た
花
だ
よ
。
今
や
っ
と
お
前
に
手
向
け
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
。
と
、
一
茶
は
最
愛
の
娘
に
話
し
か
け
て
い
る
。

柳
田
国
男
が
こ
の
箇
所
で
語
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
の
中
心
は
、「
天
然
の
禁
色
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

「
天
然
の
禁
色
」
と
い
う
の
は
柳
田
国
男
の
造
語
で
、
ふ
つ
う
の
「
禁
色
」
と
い
う
言
葉
を
基も

と

に
し
て
い
ま
す
。
ふ
つ
う
の
禁
色
と
は
「
制
度
と
し
て
の
禁
色
」、
つ
ま
り 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

色
で
す
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
一
六
二
七
（
寛
永
四
）
年
の
「
紫
衣
事
件
」
で
す
。
こ
れ
は
朝
廷
と
幕
府
と
の
権
力
闘
争
の
焦
点
で
し
た
。
特
別

に
位
の
高
い
僧
侶
だ
け
に
紫
の
衣
を
許
可
す
る
こ
と
は
朝
廷
の
権
限
で
し
た
が
、
徳
川
幕
府
の
権
威
を
確
立
す
る
一
環
と
し
て
、
幕
府
が
あ
ら
か
じ
め
こ
れ
を
認
可
し
た
場
合
に
限
る
と

い
う
こ
と
に
し
た
。
後
水
尾
天
皇
は
朝
廷
の
権
威
を
守
り
通
す
べ
く
、
幕
府
の
認
可
な
し
に
沢
庵
和
尚
に
紫
衣
を
着
せ
る
。
幕
府
側
は
こ
れ
を
認
め
ず
、
沢
庵
和
尚
は
流
罪
、
後
水
尾
天

皇
は
退
位
に
至
る
。「
色
彩
」
の
問
題
は
、
天
皇
の
退
位
に
至
る
社
会
問
題
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

こ
の
事
件
に
は
、
世
界
史
的
な
背
景
が
あ
る
。
ロ
ー
マ
の
時
代
に
「
帝
王
紫
」
と
呼
ば
れ
た
貝
紫
は
、
天
然
の
染
料
が
出
せ
る
最
も
高
雅
な
色
彩
と
い
わ
れ
、
ロ
ー
マ
の
皇
帝
た
ち

が
競
っ
て
手
に
入
れ
よ
う
と
し
た
。
フ
ェ
ニ
キ
ア
の
シ
ド
ン
や
テ
ィ
ル
ス
は
聖
書
に
も
出
て
く
る
都
市
で
す
が
（
ロ
ー
マ
と
覇
権
を
争
っ
た
カ
ル
タ
ゴ
は
テ
ィ
ル
ス
の
植
民
地
で
し
た
）、

こ
れ
ら
の
都
市
は
「
貝
紫
で
栄
え
た
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
誇
張
し
た
表
現
で
す
が
、
そ
れ
く
ら
い
重
要
な
貿
易
の
品
目
で
し
た
。
こ
の
「
貝
紫
」
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
交
易
の

ル
ー
ト
を
通
っ
て
中
国
に
伝
え
ら
れ
る
。
も
と
も
と
中
国
で
は
黄
色
が
最
も
貴
い
色
と
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
貝
紫
が
あ
ま
り
に
高
雅
な
色
彩
な
の
で
、
王
侯
貴
族
が
紫
の
方
を
貴
ぶ
よ

う
に
な
る
。
保
守
主
義
者
で
あ
る
孔
子
が
「
紫
が
天
下
を
乱
す
」
と
言
っ
て
嘆
い
た
く
ら
い
で
す
。
日
本
の
聖
徳
太
子
が
中
国
の
制
度
に
な
ら
っ
て
古
代
国
家
の
初
め
て
の
シ
ス
テ
ム
形

（
ウ
）

（
エ
）

（
オ
）

（
注
１
）

③

Ｂ

④

（
注
２
）
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成
を
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
冠
位
十
二
階
の
最
高
位
に
「
紫
」
を
置
い
た
こ
と
に
は
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
幾
百
年
の
歴
史
の
背
景
が
あ
っ
た
。
日
本
の
禁
色
に
は
紫
の
ほ
か
に
、
く
ち
な
し
、

黄お
う
だ
ん丹
、
深し

ん

緋ぴ

、
深し

ん

蘇す
お
う芳
が
あ
り
ま
す
が
、
も
と
も
と
、
花
な
ど
の
色
彩
の
鮮
明
な
も
の
に
対
す
る
、
こ
の
時
代
の
人
間
た
ち
の
強
烈
な
感
動
と
畏
れ
の
感
覚
を
前
提
と
し
、
こ
の
色
彩
を

権
力
が
排
他
的
に
帯
身
し
、あ
る
い
は
配
分
す
る
こ
と
を
通
し
て
、権
力
へ
の
畏
怖
畏
敬
の
感
覚
に
転
化
す
る
こ
と
（
社
会
学
の
用
語
で
い
う
と
感
覚
の
権
力
に
よ
る
〈
水
路
づ
け
〉）
に
、

禁
色
の
社
会
的
な
本
質
は
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

こ
の
「
禁
色
」
と
対
比
し
て
柳
田
国
男
が
「
天
然
の
禁
色
」
と
名
づ
け
て
い
る
の
は
、
権
力
に
よ
る
支
配
で
は
な
く
、 　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
も
い
う
べ
き
禁
色
で
し
た
。
こ
の
時

代
の
日
本
人
は
、
染
料
技
術
的
に
は
相
当
に
派
手
な
色
彩
も
使
用
で
き
た
の
で
す
が
、
色
彩
に
は
「
わ
ざ
わ
ざ
く
す
み
を
か
け
て
」
地
味
な
色
彩
と
し
て
用
い
て
い
た
と
い
う
。
柳
田
は

こ
の
こ
と
の
理
由
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
人
々
が
色
彩
に
つ
い
て
、「
あ
ま
り
に 　
　
　
　

で
あ
っ
た
」
結
果
で
あ
る
と
観
察
し
て
い
ま
す
。
別
の
と
こ
ろ
で
は
、「
あ
ま
り
に 　
　
　
　

な
る
ゆ
え
に
」
鮮
明
な
色
彩
は
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
と
書
い
て
い
ま
す
。
似
た
よ
う
な
心
の
動
き
は
、
例
え
ば
純
白
の
衣
類
（
カ
ミ
シ
モ
な
ど
）
を
、
イ
ロ
ギ
、
イ
ロ
カ

ミ
シ
モ
、
イ
ロ
ギ
ガ
ミ
な
ど
と
、
隠
語
化
し
て
表
現
す
る
言
い
方
に
も
表
れ
て
い
ま
す
。「
白
」
と
い
う
色
は
、
あ
ま
り
に
「
清
す
ぎ
、
ま
た
、
明
ら
か
す
ぎ
た
」
か
ら
、
い
わ
ば
、
電

流
の
流
れ
て
い
る
よ
う
な
言
葉
で
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
口
に
す
る
こ
と
を
避
け
る
心
理
が
働
い
て
い
た
。「
天
然
の
禁
色
」
と
い
う
こ
と
の
背
景
に
は
、
人
々
の
感
受
力
、
あ
る
い
は
感
動

能
力
と
も
い
う
べ
き
も
の
の
、
強
さ
、
鮮
烈
さ
が
存
在
し
て
い
た
。

柳
田
は
こ
の
「
天
然
の
禁
色
」
の
社
会
心
理
の
特
質
と
し
て
、
二
つ
の
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
第
一
に
自
発
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、「
特
に
制
度
を
立
て
て
禁
止
さ
れ
た
」
抑
制
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
感
覚
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、「
必
ず
し
も
計
算
の
結
果
で
は
な
く
」
と
い
う
こ
と
。

柳
田
が
そ
の
生
涯
で
、
中
央
官
僚
と
し
て
の
赫か

く
か
く々

た
る
地
位
を
な
げ
う
っ
て
民
俗
学
の
研
究
に
専
心
す
る
こ
と
と
し
た
の
も
、
ほ
ん
と
う
に
よ
い
社
会
を
形
成
し
て
ゆ
く
基
盤
の
力
を
、

「
法
令
で
社
会
制
度
を
造
れ
る
か
の
ご
と
く
誤
認
す
る
」
権
力
の
手
法
で
は
な
く
、
民
衆
自
身
の
こ
の
自
発
的
、
感
覚
的
な
心
性
の
内
に
見
い
だ
そ
う
と
し
た
か
ら
だ
っ
た
。

�

（
出
典　

見
田
宗
介
『
社
会
学
入
門
―
人
間
と
社
会
の
未
来
』）

＊　

出
題
の
都
合
上
、
文
言
や
傍
点
を
省
略
し
た
箇
所
が
あ
る
。

（
注
１
）　

レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
‥
‥
一
九
〇
八
―
二
〇
〇
九
。
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
人
類
学
者
、
民
族
学
者
。
構
造
主
義
の
祖
と
さ
れ
る
。

（
注
２
）　

フ
ェ
ニ
キ
ア
‥
‥
古
代
の
地
中
海
東
岸
に
あ
っ
た
地
域
の
名
。
シ
リ
ア
の
一
角
。
そ
の
地
域
に
い
て
海
上
交
易
で
活
躍
し
た
人
々
。

⑤

Ｃ

ａ

ｂ

⑥

⑦
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問
1　

傍
線
部
（
ア
）
～
（
オ
）
を
漢
字
で
書
い
た
と
き
に
、
そ
の
漢
字
と
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
次
の
各
群
の
1
～
5
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。

　
　

解
答
番
号
は
、
ア　
　
　
　

・
イ　
　
　
　

・
ウ　
　
　
　

・
エ　
　
　
　

・
オ　
　
　
　

。

�

1　

教
室
内
の
カ
ン
キ
を
行
う
。�

�

1　

大
学
で
コ
ウ
ギ
を
聴
く
。

�

2　

カ
ン
セ
ン
症
に
か
か
る
。�
�

2　

ギ
カ
イ
を
解
散
す
る
。

（
ア
）　

カ
ン
タ
ン�

３　

カ
ン
ゼ
ン
と
立
ち
向
か
う
。�

（
イ
）　

ゲ
ン
ギ�

３　

テ
キ
ギ
判
断
す
る
。

　
　

18

�
4　

カ
ン
カ
ク
を
空
け
て
座
る
。�

　
　

19

�

4　

ギ
ジ
的
な
体
験
を
す
る
。

�
5　

友
に
シ
ョ
カ
ン
を
送
る
。�

�

5　

イ
ギ
を
正
し
て
臨
む
。

�

1　

販
売
で
ジ
ッ
セ
キ
を
あ
げ
る
。�

�

1　

条
件
に
ガ
イ
ト
ウ
す
る
。

�

2　

セ
キ
ネ
ン
の
恨
み
を
晴
ら
す
。�

�

2　

事
件
の
ガ
イ
ヨ
ウ
を
説
明
す
る
。

（
ウ
）　

キ
セ
キ�

３　

セ
キ
ガ
ン
の
剣
客
に
会
う
。�

（
エ
）　

ガ
イ
ハ
ク�

３　

悔
い
の
な
い
シ
ョ
ウ
ガ
イ
だ
。

　
　

20

�

4　

先
人
の
ソ
ク
セ
キ
を
た
ど
る
。�

　
　

21

�

4　

思
潮
を
ダ
ン
ガ
イ
す
る
。

�

5　

異
論
を
ハ
イ
セ
キ
し
な
い
。�

�

5　

ひ
た
す
ら
カ
ン
ガ
イ
に
ふ
け
る
。

�

1　

犯
罪
の
ケ
ン
ギ
が
か
か
る
。

�

2　

安
全
性
を
ケ
ン
サ
す
る
。

（
オ
）　

ケ
ン
ゲ
ン�

３　

善
行
を
ケ
ン
シ
ョ
ウ
す
る
。

　
　

22

�

4　

彼
は
役
目
を
ケ
ン
ム
し
た
。

�

5　

ケ
ン
ジ
ョ
ウ
語
を
使
う
。

18

19

20

21

22

���������

���������

���������

���������

���������
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問
2　

傍
線
部
①
「
興
趣
の
つ
き
な
い
」
の
意
味
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は　
　
　
　

。

1　

風
流
な 

2　

格
調
高
い 

３　

学
術
的
な 

4　

面
白
そ
う
な 

5　

興
味
を
引
か
な
い

問
３　

傍
線
部
②
「
手た

向む

く
る
や
む
し
り
た
が
り
し
赤
い
花
」
の
表
現
内
容
と
し
て
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は　
　
　
　

。

1　

女
児
の
願
い
を
拒
ん
だ
こ
と
へ
の
悔
恨
。　
　
　

2　

女
児
と
赤
い
花
の
因
縁
を
受
容
す
る
気
持
ち
。

３　

女
児
の
わ
が
ま
ま
を
懐
か
し
む
気
持
ち
。　
　
　

4　

禁
忌
を
乗
り
越
え
て
ま
で
供
養
す
る
心
痛
。

5　

禁
忌
を
前
提
と
し
て
の
女
児
へ
の
哀
悼
。

問
4　

空
欄 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
に
入
る
語
句
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は　
　
　
　

。

1　

一
つ
の
物
事
の
始
ま
り
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
眺
め
た
結
果

2　

も
の
ご
と
の
「
気
の
集
中
す
る
先
端
」
み
た
い
な
部
分
や
現
象

３　

抽
象
性
と
具
象
性
を
兼
ね
備
え
た
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
モ
ノ

4　

花
と
鼻
と
端
が
共
通
に
持
っ
て
い
た
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
も
の

5　

現
代
人
に
は
理
解
で
き
な
い
よ
う
な
霊
的
か
つ
根
源
的
な
存
在

23
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問
5　

傍
線
部
③
「
日
本
で
も
江
戸
時
代
ま
で
は
た
と
え
幼
い
子
供
で
あ
っ
て
も
、
花
を
む
し
る
こ
と
は
止
め
ら
れ
て
い
た
」
の
理
由
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一

つ
選
べ
。
解
答
番
号
は　
　
　
　

。

1　

花
は
鮮
烈
な
美
し
さ
を
持
つ
聖
な
る
存
在
と
し
て
畏
敬
の
対
象
で
あ
っ
た
か
ら
。

2　

花
は
「
あ
の
世
」
を
象
徴
す
る
不
吉
な
も
の
ゆ
え
、
人
々
に
禁
忌
さ
れ
た
か
ら
。

３　

花
を
む
し
る
行
為
の
非
合
理
を
幼
い
子
供
に
も
教
え
諭
す
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
。

4　

花
は
高
価
で
、
死
者
の
手
向
け
に
用
い
る
以
外
に
は
手
に
入
ら
な
か
っ
た
か
ら
。

5　

花
は
感
動
と
畏
れ
に
満
ち
た
存
在
だ
と
子
供
に
も
気
付
い
て
ほ
し
か
っ
た
か
ら
。

問
6　

空
欄 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
に
入
る
語
句
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は　
　
　
　

。

1　

ふ
つ
う
の
人
々
が
長
年
の
慣
習
に
よ
り
使
用
を
自
粛
し
て
い
た

2　

各
時
代
を
通
し
て
人
々
が
合
議
し
て
使
わ
な
い
と
決
め
て
い
た

３　

古
代
か
ら
続
く
律
令
制
度
に
よ
っ
て
使
用
を
禁
止
さ
れ
て
い
た

4　

幕
府
と
朝
廷
の
協
議
に
よ
っ
て
、
庶
民
が
使
う
こ
と
を
禁
じ
て
い
た

5　

権
力
に
よ
っ
て
ふ
つ
う
の
人
間
に
は
使
う
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た

26
Ｂ
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問
７　

傍
線
部
④
「
こ
の
事
件
に
は
、
世
界
史
的
な
背
景
が
あ
る
」
の
説
明
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は　
　
　
　

。

1　

日
本
で
紫
色
を
最
も
高
貴
と
し
た
の
は
、
中
国
文
化
よ
り
も
ロ
ー
マ
文
化
を
重
ん
じ
た
結
果
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

2　

紫
衣
事
件
は
、
ロ
ー
マ
時
代
の
紫
尊
重
が
中
国
経
由
で
日
本
へ
伝
わ
っ
た
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。　

３　

紫
衣
事
件
の
よ
う
な
社
会
問
題
の
発
生
は
、
早
く
古
代
の
中
国
で
孔
子
に
よ
っ
て
予
見
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
。

4　

紫
衣
事
件
に
は
、
ロ
ー
マ
の
皇
帝
た
ち
の
貝
紫
の
争
奪
競
争
に
起
因
す
る
貿
易
利
権
が
絡
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
。

5　

孔
子
の
黄
色
尊
重
に
対
し
て
聖
徳
太
子
が
紫
色
を
最
上
と
し
た
こ
と
が
紫
衣
事
件
の
遠
因
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。

問
８　

傍
線
部
⑤
「
禁
色
の
社
会
的
な
本
質
」
の
説
明
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は　
　
　
　

。

1　

民
衆
が
感
動
し
、
畏
れ
を
抱
く
よ
う
な
鮮
明
な
色
を
排
他
的
に
創
り
だ
し
て
普
及
さ
せ
る
こ
と
で
利
権
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
こ
と
。

2　

民
衆
の
色
へ
の
思
い
を
利
用
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
用
い
る
色
を
細
か
く
規
定
し
て
政
治
へ
の
関
心
を
そ
ら
そ
う
と
す
る
こ
と
。

３　

人
間
が
花
な
ど
の
色
に
感
動
し
や
す
い
性
質
を
利
用
し
、
民
衆
が
好
む
色
を
多
用
し
て
権
力
者
の
好
感
度
を
上
げ
よ
う
と
す
る
こ
と
。

4　

民
衆
に
花
な
ど
の
色
彩
へ
の
畏
れ
を
抱
か
せ
、
そ
の
感
覚
を
思
い
出
さ
せ
る
こ
と
で
権
力
へ
の
畏
怖
を
定
着
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
。

5　

あ
る
色
彩
に
対
す
る
民
衆
の
特
別
な
感
じ
方
を
利
用
し
て
、
そ
の
色
を
独
占
的
に
扱
う
こ
と
で
支
配
力
を
高
め
よ
う
と
す
る
こ
と
。

問
９　

空
欄 　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
入
る
語
句
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は　
　
　
　

。

1　

自
然
に
は
存
在
す
る
が
人
間
に
は
ど
う
し
て
も
出
せ
な
い
色

2　

作
り
出
す
こ
と
が
大
変
難
し
い
た
め
、
あ
え
て
避
け
て
き
た

３　

権
力
に
よ
る
支
配
で
は
な
く
、
民
衆
の
自
発
的
な
社
会
心
理

4　

歴
史
的
な
事
実
を
背
景
に
、
人
々
に
共
有
さ
れ
て
き
た
感
性

5　

派
手
を
忌
避
し
て
地
味
な
色
を
選
ぶ
、
権
力
へ
の
防
衛
本
能

28

29

Ｃ

30



― 16 ―

問
10　

空
欄 　
　
　
　

と 　
　
　
　

に
入
る
語
の
組
合
せ
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は　
　
　
　

。

1　
ａ　

鈍
感　
　

ｂ　

凡
庸

2　
ａ　

鋭
敏　
　

ｂ　

痛
切

３　
ａ　

無
知　
　

ｂ　

臆
病

4　
ａ　

頑
固　
　

ｂ　

頑
な

5　
ａ　

繊
細　
　

ｂ　

病
的

問
11　

傍
線
部
⑥
「
人
々
の
感
受
力
、
あ
る
い
は
感
動
能
力
」
の
内
容
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は　
　
　
　

。

1　

｢

白｣

を
あ
ま
り
に
清
ら
か
で
明
る
い
と
感
じ
て
、「
イ
ロ
ギ
」
な
ど
と
言
い
換
え
る
よ
う
な
感
覚
。

2　

あ
ま
り
に
強
烈
な
も
の
を
避
け
る
心
理
か
ら
、
地
味
な
く
す
ん
だ
色
を
好
む
よ
う
に
な
っ
た
感
覚
。

３　

何
事
に
関
し
て
も
直
接
的
に
言
い
表
す
こ
と
を
避
け
、
隠
語
を
発
達
さ
せ
て
き
た
言
語
感
覚
。

4　

繊
細
で
控
え
め
で
あ
る
た
め
、
永
ら
く
権
力
者
に
利
用
さ
れ
て
き
た
民
衆
に
共
通
す
る
感
性
。

5　
「
わ
ざ
わ
ざ
く
す
み
を
か
け
て
」
色
彩
を
用
い
る
な
ど
、
慎
重
で
臆
病
と
も
言
え
る
感
受
性
。

問
12　

傍
線
部
⑦
「「
法
令
で
社
会
制
度
を
造
れ
る
か
の
ご
と
く
誤
認
す
る
」
権
力
の
手
法
」
の
内
容
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は　
　
　
　

。

1　

政
治
を
行
う
者
の
、
法
律
家
に
頼
っ
て
社
会
制
度
を
作
り
、
人
々
の
考
え
や
生
活
に
配
慮
せ
ず
に
彼
等
を
弾
圧
す
る
非
情
な
態
度
。　
　

2　

権
力
を
持
つ
者
の
、
社
会
制
度
を
形
成
す
る
も
の
が
法
令
よ
り
も
人
々
の
意
志
だ
と
い
う
こ
と
を
無
視
し
た
自
信
過
剰
な
施
策
。

３　

権
力
者
の
、
社
会
制
度
を
築
く
に
は
法
令
だ
け
で
は
足
り
な
い
と
い
う
事
実
に
背
を
向
け
た
ま
ま
法
律
を
作
り
続
け
る
惰
性
的
な
方
法
。

4　

為
政
者
の
考
え
る
、
社
会
制
度
は
法
律
を
作
っ
て
人
々
に
周
知
し
、
守
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
と
い
う
誤
っ
た
や
り
方
。

5　

政
治
家
の
、
社
会
制
度
作
り
に
は
法
令
以
外
に
資
金
や
人
材
な
ど
多
く
の
必
要
条
件
が
あ
る
こ
と
に
思
い
至
ら
な
い
軽
薄
な
思
考
。

ａ

ｂ
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問
13　

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は　
　
　
　

。

1�　

比
較
社
会
学
者
の
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
、
ア
メ
リ
カ
の
原
住
民
と
白
人
と
の
差
異
を
「
平
気
で
花
を
折
る
か
否
か
」
に
見
出
し
、
そ
れ
が
近
代
化
の
指
標
の
一
つ
で
あ

る
こ
と
を
発
見
し
た
。

2�　

江
戸
時
代
の
紫
衣
事
件
で
顕
在
化
し
た
「
禁
色
」
と
い
う
概
念
は
、
ロ
ー
マ
時
代
に
シ
ド
ン
や
テ
ィ
ル
ス
な
ど
の
都
市
国
家
で
天
然
染
料
と
し
て
珍
重
さ
れ
た
「
帝
王
紫
」

を
源
流
と
し
て
い
る
。

３�　

柳
田
国
男
は
、
一
茶
の
句
に
近
代
以
前
の
民
衆
に
内
在
す
る
言
わ
ば
「
天
然
の
禁
色
」
を
見
出
し
、
そ
の
民
衆
の
感
覚
的
、
自
発
的
な
感
性
こ
そ
が
社
会
を
形
成
す
る
基
盤

で
あ
る
と
考
え
た
。

4�　

現
在
、
日
本
の
禁
色
に
は
紫
の
ほ
か
に
、
く
ち
な
し
、
黄
丹
、
深
緋
、
深
蘇
芳
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
鮮
明
な
も
の
に
対
す
る
日
本
人
の
「
畏
れ
」
の
感
覚
を
反
映
し
た
も
の

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

5�　

ハ
ナ
と
い
う
日
本
語
に
は
、
花
・
華
／
鼻
・
岬
／
初
・
端
な
ど
、
た
く
さ
ん
の
意
味
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
／
で
区
切
っ
た
全
然
別
の
三
つ
の
系
列
に
大
別
で
き
る
こ
と
が

わ
か
っ
て
き
た
。
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