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問
題
は
次
の
ペ

l
ジ

か
ら
は
じ
ま
り
ま
す
。
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F
ノ一

次
の
文
章
を
読
ん
で
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

〆
I

，、＼

閑
か
さ
や
岩
に
し
み
入
る
蝉
の
声

s

h

z
－
。
間
ナ
f
・4

白日
v
h
f」

主
目
，
刀
、
ァ

4E，
刀
日
，
し
て

そ
の
声
が
岩
に
浸
み
込
ん
で
い
る
。
表
面
的
に
み
れ
ば
、
こ
の
句
が
伝
え
る
情
報
は
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

か
り
に
誰
か
が
こ
う
肱
い
た
と
し
て
も
、

そ
の
こ
と
ば
が
さ
ほ
ど
強
い
印
象
を
残
す
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
こ
の
句
は
こ
れ
ま
で
実
に
多
く
の
読

み
手
に
深
い
感
銘
を
与
え
、
ま
た
そ
の
意
義
に
つ
い
て
も
実
に
多
く
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
き
た
。

そ
の
差
は
ど
こ
か
ら
来
る
か
と
い
え
ば
、
一
一
一
口
う
ま
で

そ
れ
は
個
々
の
語
の
選
び
か
た
と
そ
の
並
べ
か
た
、
文
法
的
な
ま
と
め
か
た
の
違
い
の
み
で
あ
る
（
こ
こ
で
は
ジ
ャ
ン
ル
や
形
式
、
そ
れ
に

⑦
｜
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リ
ズ
ム
の
問
題
は
ひ
と
ま
ず
措
く
。
例
え
ば
あ
と
で
触
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
一
篇
の
「
俳
句
」
だ
と
知
る
だ
け
で
、
そ
の
発
言
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の

も
な
く
、

態
度
、
注
意
深
さ
の
度
合
は
、
た
ん
な
る
怯
き
を
聞
く
場
合
と
は
が
ら
り
と
変
わ
る
）
。

で
は
他
な
ら
ぬ
こ
れ
ら
の
語
の
連
な
り
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は

ど
の
よ
う
な
手
順
で
、
何
を
読
み
取
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
閑
か
さ
や
岩
に
し
み
入
る
蝉
の
声
」
。
こ
う
読
み
下
し
た
と
き
、
ま
ず
ど
こ
を
面
白
い
と
感
じ
る
か
、
ど
の
個
所
に
強
い
興
味
を
覚
え
る
か
が
問
題

に
な
る
。
別
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
こ
と
ば
続
き
の
ど
こ
が
気
に
な
り
、
ど
の
個
所
に
引
っ
か
か
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た

門
川
U
が
少
し
も
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
文
字
通
り
の
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
で
満
足
し
、
そ
れ
以
上
の
努
力
を
払
う
必
要
を
少
し
も
感

じ
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
読
み
手
を
句
の
領
分
内
に
引
き
込
ん
で
、
そ
の
先
に
ま
だ
何
か
が
あ
る
こ
と
を
教
え
る
の
は
、
表
面
的
な
字
句
の
連
な
り
に
み

ら
れ
る
意
外
性
な
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
引
っ
か
か
り
は
ニ
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
「
蝉
の
声
」
が
「
岩
に
し
み
入
る
」
と
い
う
点
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
そ
う
し
て
蝉

の
鳴
い
て
い
る
の
を
「
関
か
」
だ
と
称
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
も
っ
と
も
よ
く
見
れ
ば
、
蝉
の
声
そ
の
も
の
が
「
閑
か
」
だ
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く

こ
の
句
の
場
合
、

（
例
え
ば
「
閑
か
な
り
岩
に
し
み
入
る
蝉
の
声
」
と
い
っ
た
風
に
）
、
切
字
の
「
や
」
を
介
し
た
上
で
、

そ
う
し
た
状
況
の
全
体
に
「
閑
か
さ
」
と
い
う
観
念
を

対
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
「
や
」
に
よ
る
静
け
さ
の
誇
張
と
い
う
点
を
除
け
ば
、
結
果
は
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
液
体
で
も
な
い
虫
の
声
が

く）M2(600-8)2 



固
い
岩
に
浸
み
込
む
と
い
い
、

ま
た
う
る
さ
い
蝉
の
声
が
静
か
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
ど
う
見
て
も
矛
盾
で
あ
っ
て
、

そ
の
ま
ま
な
る
ほ
ど
と
納
得
し
て

読
み
過
ご
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

A
l
l
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－

i
l
l
l
i－
－

I
l
l
1
1
1
 

そ
れ
ら
二
つ
の
矛
盾
の
う
ち
、
さ
き
に
直
接
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
引
く
の
は
前
者
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
ち
ら
の
方
は
、

「
岩
に
し
み
入
る
蝉
の
声
」

と
い
う
、
じ
か
に
隣
接
す
る
ひ
と
続
き
の
語
句
の
な
か
に
現
わ
れ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
も
っ
と
間
接
的
に
、

そ
れ
ら
の
語
句
全
体
と
「
関
か
さ
や
」
と

の
関
係
の
な
か
に
改
め
て
生
じ
る
矛
盾
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
直
接
の
引
っ
か
か
り
を
含
む
一
連
の
語
句
の
ま
と
ま
り
を
「
基
底
部
」
、

そ
の
基
底
部
と
の
関
係
に
矛
盾
な
り
重
援
な
り
、
何
か
の
緊
張
を
は
ら
む
部
分
を
「
干
渉
部
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
読
み
手
は
ま
ず
、

「
し
み
入
る
」

と
い
う
表
現
を
ど
う
受
け
取
る
べ
き
か
と
い
う
点
か
ら
手
を
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。

「
岩
に
し
み
入
る
蝉
の
声
」
と
い
う
連
な
り
は
、
明
ら
か
な
矛
盾
を
含
ん
で
い
る
。

J受し
む

は
む
ろ
ん

い
ま
見
た
よ
う
に
、

「
気
体
や
液
体
が
物
の

「
気
体
」
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
「
香
に
染
む
」
の
よ
う

内
部
ま
で
い
つ
の
ま
に
か
深
く
入
り
こ
ん
で
と
れ
な
く
な
る
意
」
（
『
岩
波
古
語
辞
典
』
）
で
あ
る
。

「
浸
む
」
も
の
の
部
類
に
は
入
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
の
表
現
が
気
に
な

に
、
匂
い
の
し
み
つ
く
場
合
を
指
し
て
い
る
。
声
も
気
体
の
な
か
を
伝
わ
る
が
、

③
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る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
詩
の
表
現
が
ふ
だ
ん
の
語
法
か
ら
イ
ツ
ダ
ツ
し
た
り
、
あ
る
い
は
現
実
に
は
あ
り
得
な
い
よ
う
な
事
態
を
告
げ
る
と
き
、
読

み
手
は
納
得
の
行
く
解
釈
を
求
め
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
や
り
方
で
そ
の
表
現
を
「
合
理
化
」
し
よ
う
と
す
る
。
例
え
ば
何
か
の
警
え
と
み
た
り
、
た
だ
の
幻

想
と
受
け
取
っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。

「
し
み
入
る
」
が
一
応
、
液
体
専
用
の
語
だ
と
す
る
と
、
こ
こ
で
は
蝉
の
声
が
液
体
に
た
と
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

⑨
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「
蝉
時
雨
」
と
い
う
季
語
や
、
「
降
る
雨
の
よ
う
な
蝉
の
声
」
と

②
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「
蝉
時
雨
」
と
い
う
定
石

に
な
る
。

そ
し
て
蝉
の
声
を
液
体
に
見
立
て
る
こ
と
は
、
実
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
、

い
う
言
い
回
し
に
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
警
え
は
日
本
語
の
伝
統
の
な
か
に
深
い
根
を
下
ろ
し
て
い
る
。

そ
う
し
て
み
る
と
、

的
な
表
現
を
仲
介
と
し
て
、
蝉
の
声
が
「
し
み
入
る
」
こ
と
も
あ
り
得
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
次
に
、

「
岩
」
に
浸
み
入
る
点
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
岩
と
い
う
固
い
障
害
に
突
き
当
た
っ
て
、
こ
こ
で
ひ
と
つ
の
対
立
が
明
ら
か

に
な
る
。

つ
ま
り
「
し
み
入
る
」
対
象
と
し
て
、
岩
こ
そ
は
も
っ
と
も
手
ご
わ
い
相
手
な
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
柔
軟
そ
の
も
の
の
液
体
と
し
て
の
「
声
」

尽き
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

そ
う
し
わ
メ
イ
リ
ヨ
ウ
な
対
立
に
出
会
っ
た
場
合
、
読
み
手
は
ふ
た
た
び

と
、
固
い
「
岩
」
。
詩
の
な
か
で
、
こ
と
に
俳
句
の
よ
う
な
短
詩
の
な
か
で
、

背
後
の
意
味
を
求
め
て
、

そ
の
対
立
を
極
端
化
し
よ
う
と
す
る
。
例
え
ば
黒
と
白
、
天
と
地
、
生
と
死
、
善
と
亜
む
な
ど
の
よ
う
に
、
対
極
化
に
よ
っ
て
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そ
の
一
対
を
、
あ
る
普
遍
的
な
意
味
を
に
な
う
典
型
ど
う
し
の
模
範
的
な
対
立
の
表
わ
れ
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
岩
は
あ
く

ま
で
固
く
、
液
体
は
あ
く
ま
で
柔
軟
な
も
の
と
感
じ
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
も
こ
と
ば
に
刻
ま
れ
た
伝
統
が
、
そ
の
作
業
を
助
け
る
。

児
の
一
念
岩
を
も
う
が
つ
」
、
あ
る
い
は
「
思
う
念
力
岩
を
も
通
す
」
と
い
っ
た
諺
が
あ
る
よ
う
に
、
ま
た
し
ば
し
ば
通
俗
的
な
教
養
書
の
な
か
で
、
長

い
年
月
を
か
け
て
岩
に
浸
み
入
っ
た
雨
水
が
、
遂
に
そ
の
岩
を
真
つ
二
つ
に
断
ち
割
る
に
至
っ
た
事
実
が
驚
き
を
こ
め
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
岩
は

も
っ
と
も
浸
透
し
が
た
い
固
さ
を
代
表
す
る
物
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
容
易
に
浸
透
を
許
さ
な
い
と
い
う
岩
の
性
質
か
ら
、

そ
れ
ほ
ど
固
い
岩
に
さ
え
浸
み
通
る
と
い
う
。

「
し
み
入
る
」
と
い
う
表
現
に
含
ま
れ
る
誇
張
が
明
ら
か
に
な
る
。
蝉
の
声
は
液
体

の
よ
う
に
柔
軟
で
あ
り
な
が
ら
、

そ
し
て
ふ口回

目早つ尚
弁の

ちB雪

合I~
とlノ

！｜力

そI£;. 
のl間

話｜す

万｜る
手！？i, ~ 
れ｜ミ

伝IE
に！い
回 iコi
J己d、，＂＂
い｜張
起｜は
こ｜当

然
、
そ
う
し
た
固
さ
を
も
た
ず
、
無
抵
抗
に
そ
の
声
の
浸
み
入
る
に
ま
か
せ
て
い
る
存
在
、

さ
せ
る
。
語
り
手
は
鳴
き
声
に
聞
き
入
り
な
が
ら
、

そ
の
圧
倒
的
な
浸
透
力
を
身
に
覚
え
て
、
こ
の
声
は
周
囲
の
草
木
や
わ
が
身
は
お
ろ
か
、
岩
を
さ

え
通
さ
ず
に
は
い
な
い
と
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
岩
に
浸
み
入
る
」
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、

「
身
に
し
む
」
、

「
心
に
し
む
」
の
誇
張
だ
っ
た
の

で
あ
っ
て
、
も
と
も
と
「
浸
む
」
の
語
に
は
文
字
ど
お
り
の
意
味
の
他
に
、

「
転
じ
て
、

そ
の
よ
う
に
心
に
ふ
か
く
刻
み
込
ま
れ
る
意
」
（
『
岩
波
古
語
辞

典
』
）
が
あ
る
。

歌
語
と
し
て
の
「
身
に
入
む
」
は
、
も
と
も
と
「
染
み
る
ほ
ど
、
あ
る
い
は
濡
れ
と
お
る
ほ
ど
、
身
に
深
く
感
じ
る
」
と
い
う
意
味
で
、

「
も
の
の
あ
は

れ
」
が
秋
の
情
趣
に
し
ぼ
ら
れ
る
に
つ
れ
て
、
季
感
が
秋
に
固
定
し
は
じ
め
、
こ
と
に
「
秋
風
」
に
結
び
つ
く
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。

そ
の
勢
い
を
決
定

づ
け
た
の
が
、
例
の
俊
成
の
「
タ
さ
れ
ば
野
べ
の
秋
風
身
に
し
み
て
」
の
歌
で
あ
る
。
そ
し
て
「
身
に
入
む
」
は
の
ち
に
連
歌
・
俳
譜
の
季
語
と
な
り
、
よ

り
即
物
的
に
秋
の
冷
気
を
言
う
よ
う
に
な
っ
た
（
『
基
本
季
語
五

O
O選
』
）
。
そ
の
よ
う
に
語
り
手
は
し
み
じ
み
と
、
骨
身
に
し
み
る
よ
う
に
蝉
の
声
を

⑧
1
1
1
1

⑧
l
｜
 

感
じ
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
う
し
て
「
秋
風
」
が
「
身
に
入
む
」
と
い
う
常
套
句
が
よ
く
耳
に
馴
染
ん
で
い
る
た
め
に
、
そ
こ
か
ら
の
ル
イ

ス
イ
で
、
蝉
の
声
が
「
し
み
入
る
」
と
い
う
矛
盾
を
は
ら
ん
だ
表
現
が
、
い
よ
い
よ
受
け
入
れ
や
す
い
も
の
と
な
る
。

何
か
の
声
、
が
心
に
し
み
る
、

そ
の
印
象
深
さ
を
暗
示
す
る
た
め
に
、
対
照
的
に
固
い
岩
を
引
き
合
い
に
出
す
と
い
う
行
き
方
を
と
っ
た
百
蕉
の
句
例

が
、
も
う
ひ
と
つ
あ
る
。

「男
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鳩
の
声
身
に
入
み
わ
た
る
岩
戸
哉

「
岩
戸
」
は
岩
屋
の
戸
、
岩
の
門
の
意
で
、
大
き
な
岩
窟
の
入
口
で
鳩
の
声
を
聞
い
て
い
る
と
、
秋
の
冷
気
と
と
も
に
、

そ
の
声
が
「
身
に
入
み
わ
た

る
」
と
い
う
。
こ
こ
で
は
浸
み
入
る
対
象
が
「
岩
」
で
は
な
く
、
は
っ
き
り
「
身
」
と
明
言
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
「
岩
に
さ
え
」
と
い
う
誇
張
の
ま
わ
り
道

が
な
く
、
感
慨
の
深
さ
が
は
っ
き
り
直
二
一
目
さ
れ
る
一
方
、

「
岩
」
は
、

ひ
と
つ
に
は
か
ぼ
そ
い
鳩
の
声
と
の
、

ま
た
ひ
と
つ
に
は
も
ろ
い
わ
が
「
身
」
と
の

対
照
に
よ
っ
て
、
そ
の
声
の
浸
透
力
を
暗
示
す
る
側
に
ま
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
き
が
ね

て
い
る
（
「
撞
鐘
」
は
釣
鐘
）
。

そ
し
て
次
の
二
句
も
、

そ
っ
く
り
同
じ
硬
軟
の
対
照
を
興
味
の
軸
と
し

ゃ

蝉
な
く
や
わ
が
家
も
石
に
な
る
や
う
に

一
茶

撞
鐘
も
ひ
び
く
や
う
な
り
蝉
の
声

芭
蕉

「
閑
か
さ
や
」
の
句
の
岩
に
つ
い
て
、

お
お
や

そ
の
種
類
が
問
題
に
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
大
谷
石
の
よ
う
な
柔
ら
か
い
岩
、

つ
ま
り
凝
灰
岩
の
た
ぐ
い
で
な

い
と
、
ど
う
し
て
も
「
し
み
入
る
」
と
い
う
感
じ
が
出
な
い
と
い
う
。
事
実
、
こ
の
句
の
詠
ま
れ
た
（
と
い
っ
て
も
の
ち
に
何
度
も
句
形
が
変
わ
っ
て
い

り
ゅ
う
し
ゃ
く
じ

る
の
だ
が
）
立
石
寺
の
岩
は
、
ま
さ
に
う
っ
て
つ
け
の
種
類
で
あ
る
ら
し
い
。
だ
が
俳
句
の
よ
う
な
短
詩
の
な
か
で
、
こ
と
ば
が
ど
の
よ
う
に
働
く

⑨
－
－
 

そ
う
し
た
詮
索
が
あ
ま
り
参
考
に
な
ら
な
い
こ
と
は
、
ユ
一
一
口
う
ま
で
も
な
い
。

か
を
思
え
ば
、

一
体
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
む
ろ
ん
、
直
接
に
は
蝉
の
声
そ
の
も
の
で
あ
る
。
だ

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
深
く
語
り
手
の
心
に
し
み
た
も
の
は
、

ーレ

が
何
か
が
「
身
に
入
み
る
」
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
決
し
て
た
ん
な
る
感
覚
の
対
象
に
と
ど
ま
ら
ず
、

そ
こ
か
ら
触
発
さ
れ
た
あ
る
種
の
感
情
l
！i
「も

の
の
あ
は
れ
」
に
類
す
る
情
感
を
い
う
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
基
底
部
の
範
囲
内
で
は
、

そ
の
点
に
つ
い
て
た
し
か
な
手
が
か
り
が
与
え
ら
れ
て
い
な

い。
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ひ
と
つ
の
可
能
性
と
し
て
す
ぐ
に
連
想
さ
れ
る
の
は
、
は
か
な
い
命
を
も
知
ら
ず
、

そ
の
よ
う
に
盛
ん
に
鳴
く
蝉
に
対
す
る
哀
れ
み
の
情
、

ひ
い
て

は
こ
の
世
の
無
常
一
般
に
対
す
る
感
慨
だ
ろ
う
。
蝉
は
数
年
か
ら
十
数
年
を
地
中
に
過
ご
し
、
成
虫
と
し
て
の
生
命
は
わ
ず
か
一
週
間
ほ
ど
だ
と
い

う
。
そ
の
短
命
な
蝉
へ
の
共
感
は
、
和
歌
以
来
の
「
蝉
」
の
本
意
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
て
、
「
常
も
な
き
夏
の
草
葉
に
置
く
露
を
命
と
た
の
む
蝉
の
は
か
な

う

っ

せ

み

か

ら

と

ど

た

ま

さ
」
（
後
撰
集
・
夏
・
一
九
一
二
・
読
人
し
ら
ず
）
、
「
空
蝉
の
殻
は
木
ご
と
に
留
む
れ
ど
魂
の
ゆ
く
へ
を
見
ぬ
ぞ
悲
し
き
」
（
古
今
集
・
物
名
・
四
四
八
・
読

人
し
ら
ず
）
（
「
空
蝉
」
は
蝉
の
抜
け
殻
）
な
ど
の
歌
が
あ
る
。
連
歌
の
方
で
は
、
例
え
ば
『
連
珠
合
壁
集
』
に
「
空
蝉
ト
ア
ラ
パ
、
（
・
：
）
葉
に
を
く
露
空

や
か

世
」
う
ん
ぬ
ん
と
記
さ
れ
て
い
る
。
俳
詣
で
は
何
よ
り
も
百
蕉
自
身
の
「
頓
て
死
ぬ
け
し
き
は
見
え
ず
蝉
の
声
」
の
他
、
暁
台
の
「
う
っ
せ
み
や
何
を
活

か

ひ

戸

し

1
2
E
E
E
B
E
B
E
E－
－
a
E
E
E
E
E
B
E
t
s－
E
E
E
E
E
E
B
E
t
s－
E
E
E
E
E
E
E
B
E
E
S－
E
E
E
E
E
E
E
E

’EI

甲
斐
に
我
は
た
だ
」
な
ど
が
あ
る
。
だ
が
こ
れ
は
む
ろ
ん
、
ま
だ
句
の
こ
と
ば
自
体
に
よ
る
指
示
を
得
る
前
の
先
回
り
、
た
ん
な
る
当
て
推
量
に
す
ぎ

ず
、
そ
う
し
た
一
句
全
体
の
意
義
を
考
え
る
に
は
、
干
渉
部
の
「
干
渉
」
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
閑
か
さ
や
」
と
い
う
干
渉
部
は
、
見
た
と
こ
ろ
、
そ
う
し
た
基
底
部
か
ら
の
漠
然
た
る
予
想
を
大
き
く
裏
切
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
の
種
の

⑤
I
l
l
1
 

ヨ
ダ
ン
を
い
っ
さ
い
抜
き
に
し
て
も
、
こ
の
干
渉
部
が
一
見
、
基
底
部
と
の
あ
い
だ
に
は
な
は
だ
し
い
食
い
違
い
を
生
じ
る
よ
う
に
み
え
る
点
に
変
わ

り
は
な
い
。
蝉
は
「
い
か
に
も
や
か
ま
し
い
虫
」
（
『
図
説
俳
句
大
歳
時
記

夏
』
）
の
典
型
で
あ
り
、

ま
た
だ
か
ら
こ
そ
、

そ
の
短
命
が
ひ
と
し
お
哀
れ
な

の
で
あ
る
。
そ
の
う
る
さ
い
蝉
の
声
を
浴
び
る
ほ
ど
聞
き
な
が
ら
、
静
か
だ
と
い
う
。
こ
の
矛
盾
の
生
む
意
外
性
は
、
基
底
部
の
そ
れ
を
上
回
る
も
の

だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
こ
で
ふ
た
た
び
例
の
対
極
化
へ
の
傾
向
が
、
読
み
手
を
促
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
あ
か
ら
さ
ま
な
、

そ
し
て
思
い
が
け

な
い
「
騒
」
と
「
閑
」
の
対
立
を
前
に
し
て
、
読
み
手
は
蝉
の
声
を
い
よ
い
よ
騒
が
し
く
、
ま
た
静
け
さ
の
感
覚
も
ま
す
ま
す
そ
の
度
合
を
強
め
て
思
い
描

こ
う
と
努
め
る
の
で
あ
る
。

そ
の
上
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
干
渉
部
は
た
ん
に
そ
う
し
て
両
者
の
対
立
を
き
わ
立
た
せ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
あ
え
て
常
識
に
逆
ら
っ
て
、

そ
の
両
者
の
一
致
を
主
張
し
て
い
る
ら
し
い
。

つ
ま
り
「
騒
」
の
極
致
に
「
閑
」
を
見
出
し
、
騒
音
を
か
え
っ
て
閑
寂
の
契
機
と
し
て
捉
え
る
よ
う
な
、

種
特
異
な
境
地
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
語
り
手
は
た
だ
そ
の
よ
う
に
断
言
す
る
だ
け
で
、

そ
の
聞
の
感
覚
的
、
心
理
的
な
事
情
に
つ
い
て

は
何
の
説
明
も
加
え
て
い
な
い
。
だ
が
そ
れ
で
い
て
、

そ
の
よ
う
に
矛
盾
し
た
、
不
条
理
な
発
言
を
、
読
み
手
が
意
外
に
素
直
に
、
ご
く
自
然
な
実
感
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問間問 と
と
も
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

③
I
l
l
1
1
 

そ
う
し
た
ト
ウ
ト
ツ
な
表
現
の
し
か
た
と
、

そ
れ
を
引
き
出
し
た
特
殊
な
発
想
そ
の
も
の
が
、
わ
れ
わ

れ
の
文
化
の
伝
統
の
な
か
に
根
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
川
本
陪
嗣
『
日
本
詩
歌
の
伝
統
！
｜
｜
七
と
五
の
詩
学
』
に
よ
る
）

次
の
⑦
i
③
に
お
い
て
、
漢
字
に
読
み
が
な
を
つ
け
、
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

次
の
熟
語
の
う
ち
、
空
欄
門

M
Uに
入
る
最
も
適
切
な
こ
と
ば
を
書
き
な
さ
い
。

不
満

抵
抗

挫
折

転
倒

努
力

傍
線
部
A
「
そ
れ
ら
二
つ
の
矛
盾
の
う
ち
、
さ
き
に
直
接
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
引
く
の
は
前
者
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、

「
前
者
」
の
「
矛
盾
」
は
、

「
閑
か
さ
や
」
の
句
の
ど
の
よ
う
な
点
に
現
れ
て
い
る
か
。

五
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

岡
田

傍
線
部
B
「
人
間
と
し
て
の
語
り
手
を
わ
れ
わ
れ
に
思
い
起
こ
さ
せ
る
」
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。

七
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

問
五

傍
線
部
C
「
句
の
こ
と
ば
自
体
に
よ
る
指
示
を
得
る
前
の
先
回
り
」
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。

七
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

波
線
部
「
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
深
く
語
り
手
の
心
に
し
み
た
も
の
は
、

一
体
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
あ
る
が
、
著
者
は
こ
の
句
を
最
終
的

に
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
。

八
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。
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︵
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︶
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草
子
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に
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（注）

と
い
う
教
訓
。

あ
り
し
教
へ
l
l
l老
翁
が
氏
忠
に
与
え
た
、

「
華
陽
公
主
か
ら
琴
の
音
を
伝
え
受
け
た
後
は
、
唐
の
国
で
そ
の
音
を
響
か
せ
て
は
い
け
な
い
」

間
一
傍
線
部
（
l
）
「
な
が
め
ら
れ
て
」
、

（2
）
「
え
掻
き
な
ら
さ
ず
」
を
現
代
語
訳
し
な
さ
い
。

形
、
意
味
、

こ
こ
で
の
活
用
形
を
、

傍
線
部
ア
「
出
で
き
ぬ
べ
き
か
な
」
、
イ
「
な
び
き
従
ひ
き
こ
え
ぬ
人
な
し
」
か
ら
助
動
詞
を
す
べ
て
抜
き
出
し
、

〕
内
の
語
群
か
ら
選
ん
で
書
き
な
さ
い
。

問

（
仮
定
推
量

過
去
推
量

（例）

「
の
た
ま
ひ
つ
れ
ど
」

抜
き
出
し

終
止
形

つ
れ

つ

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
終
止

（
例
）
に
な
ら
っ
て
記
し
な
さ
い
。
な
お
、
意
味
は
、
次
の
〔

命
メL
Tl 

完

了

過

去

強

意

願
望
詠
嘆
）

勧

誘

可

能

打

ち

消

し

意
味

活
用
形

完
了

己
然
形

問

よ
る

二
重
傍
線
部
「
い
と
ど
露
け
き
夜
の
雨
か
な
」
は
、
ど
の
よ
う
な
様
子
を
表
し
て
い
る
か
、
説
明
し
な
さ
い
。

間
四

こ

と

ね

よ

A
「
忘
れ
じ
と
伝
へ
し
琴
の
音
に
立
て
て
恋
ひ
だ
に
み
ば
や
秋
の
長
き
夜
」
の
和
歌
は
、
誰
の
ど
の
よ
う
な
心
情
を
表
し
て
い
る
か
、
説
明
し
な

さ
い
。

問
五

波
線
部
「
世
に
な
く
も
て
か
し
づ
き
た
ま
ふ
」
は
、
誰
の
ど
の
よ
う
な
様
子
を
表
し
て
い
る
か
、
説
明
し
な
さ
い
。
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（三）

次
の
漢
文
を
読
ん
で
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
た
だ
し
、
設
問
の
都
合
上
送
り
仮
名
を
省
略
し
た
箇
所
が
あ
り
ま
す
。

魯ノ子
穆守）

公

問ヒ

於

子？

日ハ
、ク

君
子
尊
レ
賢

也

臣ハ｜

チル
矢口ラ

也ト

ヘ
テ
ハ
ク

対
日
、

ノ

チ

ア

リ

其
過
三
、

服
属
伯
一
也
。

田
J己点一

日ハ
、ク

テ

た

つ

と

ピ

ヲ

以
崇
レ
徳
、

子
田

出、
ノ

A
l
l
i－
－

 

ク

ほ

う

か

ん

ナ

リ

ト

ノ

ト

吾

聞

鹿

楠

氏

之

子

不

孝

、

其

行

何

如

。

へ一ア

子

思

対

ゲ

テ

ヲ

挙
レ
善

レ
（
注
3
」

ル

是
細
人
之
所
レ
識

テ

し

め

ス

ニ

B
ー

ー

か

ノ

ノ

以
観
レ
民
。
若
二
夫
過
行
一

子し？
服ぎ）

属t
f白？
入リ

見主

間
二
鹿
欄
氏
子
イ

子

服

属

伯

上七
一①

君

之

所

未

嘗

聞

注

1 

魯
穆
公
｜
｜
魯
国
の
君
主
。

魯
は
孔
子
の
出
身
地
。

白 1

レノ
日

天正レ

之

後

ビ

テ

ヲ

い

や

シ

ム

君
貴
二
子
思
一
而
賎
二
子

冨
臨
時
非
子
』
に
よ
る
）

3 

細
人
1
1
1
小
人
。

2

子
思
！
｜
｜
孔
子
の
孫
。
徳
の
高
い
人
物
と
し
て
慕
わ
れ
て
い
た
。

4

子
服
属
伯
｜
｜
魯
国
の
臣
下
。
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間間問間
四

傍
線
部
A
－

B
の
よ
み
を
平
仮
名
で
答
え
な
さ
い
。
送
り
仮
名
の
つ
く
語
は
つ
け
て
答
え
な
さ
い
。

傍
線
部
C
「
臣
」
は
誰
か
。
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

傍
線
部
①
は
「
君
の
未
だ
嘗
て
聞
か
ざ
る
所
な
り
」
と
読
み
ま
す
。
こ
の
読
み
方
に
し
た
が
っ
て
、
解
答
欄
の
白
文
じ
返
り
点
を
付
け
な
さ
い
。

（
送
り
仮
名
不
要
）

穆
公
は
な
ぜ
子
思
を
た
っ
と
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
二
十
五
字
以
上
三
十
五
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。
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