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）
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〉

（
一
）
開
始
の
チ
ャ
イ
ム
が
鳴
る
ま
で
、
こ
の
冊
子
を
開
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

（
二
）
問
題
は
１
ペ
ー
ジ
か
ら
31
ペ
ー
ジ
に
印
刷
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
三
）
受
験
番
号
と
氏
名
は
解
答
用
紙
の
定
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
記
入
し
な
さ
い
。

（
四
）
解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
の
定
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
記
入
し
な
さ
い
。

受 験 番 号



　

以
下
の
文
章
は
、
評
論
家
・
思
想
家
の
＊
柳や

な
ぎ

宗む
ね

悦よ
し

が
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
に
発
表
し
た
『
民み

ん

藝げ
い

と
は
何
か
』
と
い
う
本
か
ら
の
抜
粋
で
す
。

抜
粋
に
あ
た
っ
て
は
、
読
み
や
す
さ
を
優
先
し
て
、
原
文
の
旧
字
体
を
新
字
体
に
、
一
部
の
漢
字
を
ひ
ら
が
な
に
あ
ら
た
め
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、

「
工こ

う

藝げ
い

」（
工
芸
）「
民
藝
」（
民
芸
）
と
い
う
語
に
つ
い
て
の
み
、
文
章
の
趣
旨
を
勘
案
し
、
旧
字
体
の
ま
ま
と
し
て
い
ま
す
。

　

一
　
民
藝
と
は
い
か
な
る
意
味
か

①
工
藝
の
諸
問
題
の
う
ち
で
、
過
去
に
対
し
て
も
将
来
に
向
か
っ
て
も
、
一
番
意
味
深
い
対
象
と
な
る
の
は
民
藝
の
問
題
な
の
で
す
。
美
の
問
題
か
ら
し

て
も
経
済
の
問
題
か
ら
し
て
も
、
こ
れ
以
上
に
根
本
的
な
工
藝
問
題
は
な
い
の
で
す
。
何な

故ぜ

な
ら
工
藝
の
鑑
賞
に
浸
る
時
、
ま
た
は
そ
の
真
理
を
追
求
す
る

時
、
誰
も
こ
の
領
域
に
帰
っ
て
来
る
か
ら
で
す
。「
民
藝
品
た
る
こ
と
」
と
「
工
藝
品
た
る
こ
と
」
と
の
間
に
は
、
密
接
な
関
係
が
潜
む
か
ら
で
す
。
工
藝

が
実
用
を
生
命
と
す
る
限
り
、
民
藝
を
こ
そ
工
藝
中
の
工
藝
と
呼
ば
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
故ゆ

え
②
何な

ん

人ぴ
と

も
こ
の
問
題
に
触
れ
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
工
藝

論
を
組
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。

　

し
か
る
に
今
日
ま
で
こ
の
領
域
が
真
理
問
題
と
し
て
明
確
に
取
り
扱
わ
れ
た
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
も
し
正
当
に
そ
の
意
義
が
認
識
せ
ら
れ
た
ら
、
工
藝

の
歩
む
べ
き
方
向
に
つ
い
て
、
ま
た
そ
れ
を
顧
み
る
べ
き
批
判
の
原
理
に
つ
い
て
、
一
つ
の
標
的
を
捕と

ら

え
得う

る
で
し
ょ
う
。
だ
が
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
、

そ
れ
は
見
慣
れ
な
い
世
界
で
あ
る
に
違
い
な
い
の
で
す
。
そ
れ
故
私
は
で
き
る
だ
け
ⓐ
ヘ
イ
イ
な
言
葉
の
う
ち
に
、
順
を
追
っ
て
目
撃
し
た
真
理
を
記
し
て

ゆ
こ
う
と
思
う
の
で
す
。
恐
ら
く
何
事
よ
り
も
字
句
の
意
味
か
ら
筆
を
起
こ
す
の
が
至
当
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

 
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
以
下
の
設
問
に
答
え
な
さ
い
。

Ⅰ
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民
藝
と
は
民
衆
が
日
々
用
い
る
工
藝
品
と
の
義
で
す
。
そ
れ
故
、
実
用
的
工
藝
品
の
中
で
、
最
も
深
く
人
間
の
生
活
に
交
わ
る
品
物
の
領
域
で
す
。
俗
語

で
か
か
る
も
の
を
「
下げ

手て

」
な
品
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
「
下
」
と
は
「
並
」
の
意
。「
手
」
は
「
質た

ち

」
と
か
「
類
」
と
か
の
謂い

い

。
そ
れ
故
民

藝
と
は
民
器
で
あ
っ
て
、
普
通
の
品
物
、
す
な
わ
ち
日
常
の
生
活
と
切
り
離
せ
な
い
も
の
を
指
す
の
で
す
。

　

そ
れ
故
、
ふ
だ
ん
使
い
に
す
る
も
の
、
誰
で
も
日
々
用
い
る
も
の
、
毎
日
の
衣
食
住
に
直
接
必
要
な
品
々
。
そ
う
い
う
も
の
を
民
藝
品
と
呼
ぶ
の
で
す
。

Ａ

珍
し
い
も
の
で
は
な
く
、
た
く
さ
ん
作
ら
れ
る
も
の
、
誰
も
の
目
に
触
れ
る
も
の
、
安
く
買
え
る
も
の
、
何ど

処こ

に
で
も
あ
る
も
の
、
そ
れ
が
民

藝
品
な
の
で
す
。
そ
れ
故
恐
ら
く
こ
れ
に
一
番
近
い
言
葉
は
「
雑
器
」
と
い
う
二
字
で
す
。
昔
は
こ
れ
等ら

の
あ
る
も
の
を
雑ぞ

う

具ぐ

と
も
呼
び
ま
し
た
。

　

Ａ

か
か
る
も
の
は
富
豪
貴
族
の
生
活
に
は
自
然
縁え

ん

が
薄
く
、
一
般
民
衆
の
生
活
に
一
層
親
し
い
関
係
を
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
故
、
実
用
品
の

代
表
的
な
も
の
は
「
民
藝
品
」
で
す
。

Ｂ

御
殿
は
王
侯
の
造
営
物
で
あ
り
、
民
家
は
民
衆
の
建
物
で
い
わ
ば
建
物
の
中
の
民
藝
で
す
。

Ｂ
　
　

金き
ん

地じ

襖ぶ
す
まの

彩
画
は
貴
族
的
な
絵
で
す
が
、
大お

お

津つ

絵え

の
如ご

と

き
は
「
民
画
」
と
も
呼
ぶ
べ
く
い
わ
ば
民
間
の
画
で
す
。
民
家
、
民
器
、
民
画
、
私
は
そ
れ
等
の

も
の
を
総
称
し
て
「
民
藝
」
と
呼
ぼ
う
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
民
藝
品
は
ご
く
普
通
の
も
の
、
い
わ
ゆ
る
上
等
で
な
い
も
の
を
指
す
た
め
、
ひ
い
て
は
粗
末
な
も
の
、
下
等
な
も
の
と
い
う
連
想
を
与
え
ま
し
た
。

実
際
高
級
な
品
、
す
な
わ
ち
上
等
品
に
対
し
て
こ
の
言
葉
を
用
い
る
時
が
多
い
た
め
、
雑
器
な
ど
云い

う
と
ⓑ
ブ
ベ
ツ
の
意
に
転
じ
て
い
ま
す
。
つ
ま
ら
ぬ
も

の
、
や
く
ざ
な
も
の
、
安
も
の
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
か
今
日
ま
で
民
藝
品
は
工
藝
史
の
中
に
正
当
な
位
置
を
も
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
愛
を
以も

つ

て

顧
み
る
者
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

で
す
が
こ
れ
は
官
尊
民
卑
の
余よ

弊へ
い

と
も
云
い
ま
し
ょ
う
か
。
富
貴
な
も
の
に
の
み
美
を
認
め
る
見
方
は
、
極
め
て
貧
し
い
習
慣
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。
ご

く
並
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
外
形
の
上
や
用
途
の
上
で
は
、
上
等
で
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
が
、
美
か
ら
云
っ
て
も
粗
末
だ
と
い
う
の
は
、
③
許
し
難
い
不

注
意
な
の
で
す
。
私
は
こ
れ
か
ら
そ
う
い
う
粗
悪
だ
と
い
う
連
想
が
、
は
な
は
だ
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
ⓒ
漸
次
に
述
べ
よ
う
と
す
る
の
で
す
。

そ
れ
故
「
つ
ま
ら
ぬ
も
の
」
と
い
う
粗
雑
な
見
方
を
取
り
去
る
た
め
に
、
ど
う
し
て
も
民
藝
の
性
質
を
正
し
く
解
し
て
お
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

さ
て
、
民
衆
的
工
藝
と
貴
族
的
工
藝
と
、
ど
う
い
う
区
別
が
あ
る
か
、
そ
の
性
質
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
か
。
大
体
左
の
通
り
に
考
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
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い
の
で
す
。
民
藝
品
は
民
間
か
ら
生
ま
れ
、
主
に
民
間
で
使
わ
れ
る
も
の
。
し
た
が
っ
て
作
者
は　
　
　
　

の
職
人
で
あ
り
、
作
物
に
も
別
に
銘
は
あ
り

ま
せ
ん
。
作
ら
れ
る
数
も
は
な
は
だ
多
く
、
価
格
も
ま
た
低
く
、
用
い
ら
れ
る
場
所
も
多
く
は
家
族
の
住
む
居
間
や
ま
た
台
所
。
い
わ
ゆ
る
「
手て

廻ま
わ

り
物
」

と
か
「
勝
手
道
具
」
と
か
呼
ば
れ
る
も
の
が
多
く
、
自
然
姿
も
質
素
で
あ
り
ⓓ
ガ
ン
ジ
ョ
ウ
で
あ
り
、
形
も
模
様
も
し
た
が
っ
て

Ｄ

に
な
り
ま
す
。

作
る
折
の
心
の
状
態
も
極
め
て
無
心
な
の
で
す
。
と
り
わ
け
美
意
識
等
か
ら
工
夫
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
材
料
も
天
然
物
で
あ
り
、
そ
れ
も
多
く

は
そ
の
土
地
の
物
資
な
の
で
す
。
目
的
も
皆
実
用
品
で
、
直
接
日
々
の
生
活
に
必
要
な
も
の
ば
か
り
な
の
で
す
。
製
作
の
組
織
は
多
く
は
＊
組
合
。
こ
れ
が

民
藝
の
世
界
な
の
で
す
。

　

こ
れ
に
対
し
貴
族
的
な
も
の
は
、
上
等
品
で
あ
り
貴
重
品
で
す
。
し
た
が
っ
て
数
は
多
く
で
き
ず
、
ま
た
金
額
も
高
価
に
な
り
ま
す
。
作
る
者
は
多
く
は

Ｅ

。
そ
れ
故
、
器
に
は
在
銘
の
も
の
が
多
い
の
で
す
。
用
い
る
人
は
貴
族
や
富
者
で
す
。
実
用
品
と
い
う
よ
り
も
飾
り
物
が
多
く
、
必
然
置
か
れ

る
場
所
も
客
間
や
床
の
間
。
姿
は
絢け

ん

爛ら
ん

で
あ
り
、
丹
念
で
あ
り
、

Ｆ

な
の
で
す
。
技
巧
は
ⓔ
セ
イ
チ
を
誇
り
、
作
る
者
も
工
夫
し
加
工
し
、
意
識

し
て
作
り
ま
す
。
材
料
も
珍
し
き
も
の
、
精
製
し
た
も
の
を
と
選
び
ま
す
。
製
作
の
組
織
は
多
く
は
官
や
富
者
の
保
護
に
よ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
も
の
が
い

わ
ゆ
る
貴
族
品
の
性
質
な
の
で
す
。
俗
語
で
こ
れ
等
の
も
の
を
「
上じ

ょ
う

手て

物も
の

」
と
云
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
も
と
よ
り
「
下げ

手て

物も
の

」
に
対
す
る
言
葉
な
の
で
す
。

　

一
方
が
「
民
」
な
ら
、
一
方
は
「
官
」
で
す
。
一
方
を
民
本
的
と
云
い
得
る
な
ら
、
他
は
貴
族
的
な
の
で
す
。
前
者
を
協
団
的
と
云
い
得
る
な
ら
、
後
者

は
個
人
的
と
も
云
え
ま
す
。
一
つ
は
「
通
常
」
の
世
界
に
住
み
、
一
つ
は
「
特
殊
」
の
世
界
に
活い

き
ま
す
。
一
方
は
「
無
想
」
に
生
ま
れ
、
一
方
は
「
有
想
」

に
発
し
、
前
者
は
「
平
常
心
」
を
示
し
、
後
者
は
「
分
別
心
」
を
語
り
ま
す
。

　

あ
る
い
は
こ
れ
等
の
対
比
を
、
実
用
を
旨
と
し
て
で
き
る
「
工
藝
」
と
、
美
を
旨
と
し
て
で
き
る
「
工
藝
美
術
」
と
に
分
け
て
く
だ
さ
っ
て
も
い
い
の
で

す
。
前
者
は
生
活
と
直
接
関
係
が
あ
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
む
し
ろ
生
活
を
遊
離
し
た
も
の
と
な
っ
て
き
ま
す
。
し
た
が
っ
て
一
方
は
民
衆
の
生
活
と
交

わ
り
、
他
方
は
富
貴
の
生
活
に
入
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
自
然
前
者
が
民
藝
の
世
界
で
あ
り
、
後
者
が
特
別
品
の
領
域
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
は
作
る
者
の
側
か
ら
見
て
、
こ
れ
等
の
区
別
を
職
人
の
作
と
、
美
術
家
の
作
と
に
分
け
て
考
え
て
く
だ
さ
っ
て
も
い
い
わ
け
で
す
。
例
え
ば
同
じ
茶

器
と
云
い
ま
し
て
も
、
い
わ
ゆ
る
「
井い

戸ど

」
は
前
者
で
あ
り
、「
楽ら

く

」
は
後
者
な
の
で
す
。
よ
し
そ
の
二
つ
の
間
に
形
の
近
似
が
あ
っ
て
も
、
全
く
出
発
が

Ｃ
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異
な
る
の
で
す
。
一
方
は
そ
の
地
方
の
、
ま
た
は
そ
の
時
代
の
誰
で
も
が
携
わ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
他
方
は
美
意
識
を
有も

っ
た
特
殊
な
作
者
の
み
の
世
界
な

の
で
す
。
私
達た

ち

は
そ
れ
等
の
二
つ
を
一
つ
の
世
界
で
説
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。

　

あ
る
い
は
こ
れ
を
心
の
側
か
ら
見
て
、
伝
統
的
な
心
と
、
自
由
な
心
と
に
分
け
て
く
だ
さ
っ
て
も
い
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
故
前
者
は
そ
の
背
後
に
積
み
重

ね
ら
れ
た
過
去
の
知
恵
を
負
い
ま
す
。
後
者
は
ど
こ
ま
で
も
自
己
を
中
心
と
し
て
歩
み
を
進
め
て
行
き
ま
す
。
例
を
西
洋
に
と
れ
ば
ゴ
シ
ッ
ク
の
心
は
伝
統

の
心
で
し
た
。
だ
が
ル
ネ
サ
ン
ス
以
後
は
自
由
の
心
が
主
張
さ
れ
ま
し
た
。
仮
に
東
洋
の
彫
刻
に
例
を
と
る
な
ら
、
同
じ
仏
像
で
も
推
古
の
も
の
は
伝
統
的

で
す
。
で
す
が
今
日
展
覧
会
に
出
る
も
の
は
個
人
的
で
す
。
一
方
は
自
我
が
従
で
あ
り
、
他
方
は
主
と
な
る
か
ら
で
す
。
④
同
じ
よ
う
に
民
器
と
然し

か

ら
ざ
る

も
の
と
は
心
の
置
き
場
が
異
な
る
の
で
す
。
私
達
は
工
藝
の
美
を
見
る
上
に
お
い
て
、
ま
ず
こ
れ
等
の
区
別
を
つ
け
る
こ
と
が
緊
要
な
の
で
す
。

　

こ
れ
等
の
対
比
に
よ
っ
て
、
ほ
ぼ
民
衆
的
な
器
物
と
貴
族
的
な
も
の
と
の
差
異
や
そ
の
特
質
が
分
明
に
さ
れ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
等
の
二

つ
の
も
の
を
前
に
見
て
、
今
の
歴
史
家
や
鑑
賞
家
達
が
、
い
ず
れ
に
多
く
工
藝
美
を
認
め
て
い
る
か
と
い
う
と
、
全
く
後
者
な
の
で
す
。
前
者
を
見
る
場
合

で
も
後
者
の
眼め

で
見
て
い
る
の
で
す
。
ま
た
個
人
作
家
が
そ
の
製
作
に
よ
っ
て
吾わ

れ

々わ
れ

に
示
す
も
の
も
、
必
然
後
者
す
な
わ
ち
高
価
な
特
別
な
品
物
な
の
で
す
。

　

こ
の
趨す

う

勢せ
い

の
間
に
伍ご

し
て
、
閑か

ん

却き
ゃ
くせ

ら
れ
た
民
藝
の
価
値
を
私
は
語
ろ
う
と
す
る
の
で
す
。
な
ぜ
語
る
に
足
り
る
か
、
語
る
べ
き
で
あ
る
か
、
語
ら
ね
ば

な
ら
ぬ
か
。
私
は
続
く
幾
つ
か
の
章
で
、
そ
れ
等
の
理
由
を
逐
次
に
述
べ
よ
う
と
思
い
ま
す
。

　

二
　
何な

に

故ゆ
え

特
に
民
藝
が
論
ぜ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か

　

な
ぜ
沈
黙
を
破
っ
て
、
あ
え
て
民
藝
の
意
義
を
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
。
四
つ
の
理
由
を
私
は
挙
げ
た
い
の
で
す
。

（
一
）
民
藝
品
の
美
し
さ
が
ほ
と
ん
ど
全
く
認
め
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
ま
し
て
そ
れ
が
示
す
性
質
と
か
意
義
と
か
が
、
少
し
も
注
意
さ
れ
て
い
な
い

か
ら
で
す
。
工
藝
史
を
見
て
も
収
集
を
見
て
も
、
民
藝
品
が
い
か
に
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
か
に
驚
き
を
感
じ
ま
す
。
民
藝
品
は
何
も
珍
し
い
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
か
ら
、誰
も
そ
れ
を
見
ま
た
知
っ
て
い
る
は
ず
な
の
で
す
。
そ
れ
な
の
に
未い

ま

だ
に
正
し
い
認
識
が
そ
れ
に
向
か
っ
て
加
え
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
す
。
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一
つ
に
は
余
り
見
慣
れ
て
い
る
が
故
に
、
特
に
見
な
お
さ
な
い
の
だ
と
も
思
え
ま
す
。
加
う
る
に
、
⑤
一
般
の
美
へ
の
見
方
は
因
襲
的
で
あ
っ
て
創
造
が
あ

り
ま
せ
ん
。
私
が
あ
え
て
民
藝
の
世
界
を
語
る
の
は
、
人
々
が
余
り
に
そ
の
美
に
向
か
っ
て
眼
を
開
い
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
明
ら
か
な
美
し
さ
が
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
専
門
的
批
評
家
す
ら
そ
れ
を
歴
史
に
語
ろ
う
と
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
ま
し
て
そ
れ
が
示
す
深
い
工
藝
上
の
意
義
を
＊
闡せ

ん

明め
い

し
た
人
は
な
い

の
で
す
。
進
ん
で
は
そ
れ
等
の
も
の
を
粗
野
と
か
粗
末
と
か
云
っ
て
、
退
け
る
よ
う
に
さ
え
見
え
ま
す
。
こ
の
許
し
難
い
盲
目
が
跋ば

っ

扈こ

す
る
が
故
に
、
私
は

虐
げ
ら
れ
た
民
器
の
た
め
に
弁
護
の
位
置
に
起
こ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
故
こ
れ
は
当
然
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
し
か
も
認
め
ら
れ
な
い
不
遇
な
も
の

へ
の
弁
明
な
の
で
す
。

　

温
室
の
花
を
の
み
美
し
い
花
と
見
る
時
、
人
々
は
し
ば
し
ば
野
の
花
の
美
し
さ
を
忘
れ
ま
し
た
。
そ
の
加
工
せ
ら
れ
た
贅ぜ

い

沢た
く

な
富
貴
を
誇
る
花
に
も
あ
る

美
し
さ
は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
自
然
の
光
に
浴
す
る
あ
の
活い

き
い
き々

し
た
野
花
の
美
を
忘
れ
る
の
は
、
正
し
い
見
方
で
し
ょ
う
か
。
あ
の
虫
に
犯
さ
れ
易や

す

く
、
冷

気
に
堪
え
な
い
温
室
の
花
の
み
を
賞ほ

め
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
私
は
見み

棄す

て
ら
れ
た
自
然
の
花
を
工
藝
の
世
界
で
弁
護
し
よ
う
と
す
る
の
で
す
。
誰
も
見
て

い
な
が
ら
見
忘
れ
て
い
る
が
故
に
、
あ
え
て
筆
を
執
ろ
う
と
す
る
の
で
す
。

（
二
）
続
い
て
は
い
わ
ゆ
る
上
等
の
品
が
余
り
不
当
な
過
信
を
受
け
て
い
る
が
故
に
、
そ
れ
を
修
正
し
よ
う
と
す
る
の
で
す
。
今
日
の
工
藝
史
を
見
る
と
多

く
の
讃さ

ん

辞じ

に
包
ま
れ
な
が
ら
、
高
い
位
置
を
得
て
い
る
の
は
、
大
概
は
貴
族
的
な
品
物
な
の
で
す
。
ま
た
人
々
が
競
っ
て
集
め
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
も
同

じ
な
の
で
す
。
こ
れ
は
そ
の
市
価
が
極
め
て
高
い
の
に
よ
っ
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
に
反
し
民
藝
品
の
大
部
分
に
は
、
ほ
と
ん
ど
市
価
ら
し
い

も
の
さ
え
未
だ
な
い
の
で
す
。（
私
は
い
か
に
も
っ
た
い
な
い
気
持
ち
を
以
て
、
そ
れ
等
の
も
の
を
夥

お
び
た
だし

く
非
常
に
安
く
手
に
入
れ
得
た
で
し
ょ
う
！
）

　

も
と
よ
り
幾
種
か
の
美
し
い
上
等
な
品
を
私
も
熟
知
し
て
い
ま
す
。
特
に
初
期
に
属
す
る
単
純
な
も
の
に
卓
越
し
た
も
の
を
し
ば
し
ば
見
か
け
ま
す
。
だ

が
後
世
の
大
部
分
の
も
の
は
人
為
的
作
物
で
あ
る
た
め
、
疾
病
が
は
な
は
だ
多
い
の
で
す
。
意
識
の
超
過
や
作
為
の
誤ご

謬び
ゅ
うに

陥
っ
て
い
な
い
も
の
は
稀ま

れ

の
稀

だ
と
云
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
有
想
の
域
に
止と

ど

ま
っ
て
加
工
の
重
荷
に
悩
ん
で
い
ま
す
。
⑥
い
わ
ゆ
る
上
等
品
に
見
ら
れ
る
通つ

う

有ゆ
う

の
欠
陥
は
技
巧
へ
の
腐
心

な
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
形
も
模
様
も
錯さ

く

雑ざ
つ

さ
を
増
し
て
来
ま
す
。
そ
こ
に
は
丹
念
と
か
精
密
と
か
は
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
そ
れ
は
直
ち
に
美
の
こ
と
で
は

な
い
の
で
す
。
よ
し
美
が
あ
っ
て
も
華
美
に
陥
る
傾
き
が
見
え
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
大
概
は
繊
弱
に
流
れ
て
生
命
の
勢
い
が
欠
け
て
き
ま
す
。
大
部
分
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が
用
途
に
は
堪
え
ま
せ
ぬ
。
し
か
し
用
を
離
れ
て
工
藝
の
意
義
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。 

用
い
得
な
い
こ
と
に
お
い
て
、
美
も
ま
た
死
ん
で
く
る
の
で
す
。

　

あ
の
技
巧
が
ま
す
ま
す
複
雑
に
な
っ
た
後
代
の
蒔ま

き

絵え

を
見
て
く
だ
さ
い
。
不
自
然
な
工
程
と
無
益
な
労
力
と
、
生
命
の
枯
死
と
よ
り
ほ
か
何
も
の
も
な
い

の
で
す
。
あ
の
官か

ん

窯よ
う

で
あ
っ
た
清し

ん

朝
の
五ご

彩さ
い

を
見
て
も
そ
う
で
す
。
単
に
驚
く
べ
き
技
巧
の
発
達
の
み
が
示
さ
れ
て
、
美
は
埋
没
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

あ
の
抹
茶
器
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
を
見
て
く
だ
さ
い
。
ひ
ね
く
れ
た
形
、
わ
ざ
と
ら
し
き
高こ

う

台だ
い

、
人
は
そ
の
作
為
を
風
雅
と
誤
認
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
に

は
病
菌
の
展
覧
よ
り
ほ
か
何
も
の
も
あ
り
ま
せ
ん
。
初
代
の
茶
人
達
が
愛
し
た
茶
器
は
実
に
素
直
な
物
の
み
で
し
た
。
形
の
歪ゆ

が

め
る
場
合
で
も
、
自
然
が
歪

め
た
の
で
、
わ
ざ
と
歪
め
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
々
は
あ
の
お
庭
焼
の
如
き
官
窯
を
推
賞
し
、
在
銘
の
作
に
耽た

ん

溺で
き

し
ま
す
。
で
す
が
技
巧
の
歴
史
直
ち

に
美
の
歴
史
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
個
人
の
歴
史
す
な
わ
ち
美
の
歴
史
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
々
は
器
を
見
ず
に
、
名
を
見
、
技
巧
を
見
て
い
る
の
で
す
。

も
し
銘
を
け
ず
り
取
っ
た
ら
、
い
か
に
多
く
の
も
の
が
彼
等
の
讃
辞
か
ら
離
れ
る
で
し
ょ
う
。
人
々
の
見
方
に
は
充
分
な
直
観
の
基
礎
が
な
い
の
で
す
。
い

か
に
そ
れ
等
の
人
々
は
箱は

こ

書が
き

に
頼
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
民
衆
の
器
物
が
、
受
け
る
べ
き
価
値
以
下
に
忘
れ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
富
貴
な
品
は
、
受
け

る
べ
き
価
値
以
上
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
修
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
が
、
私
の
主
張
な
の
で
す
。

（
三
）
以
上
は
な
ぜ
私
が
特
に
民
藝
を
語
る
か
の
消
極
的
理
由
で
す
。
も
と
よ
り
直
観
の
前
に
は
上
下
の
差
別
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
何
物
で
あ
ろ
う
と

も
、
美
し
い
物
は
美
し
く
醜
い
物
は
醜
い
の
で
す
。
今
直
観
の
鏡
の
前
に
す
べ
て
の
も
の
を
素
裸
に
し
て
示
す
時
、
私
は
い
か
に
貴
族
的
な
も
の
に
美
し
い

も
の
が
少
な
く
、
か
え
っ
て
民
器
に
美
し
い
も
の
が
多
い
か
を
見
誤
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
焼
物
に
せ
よ
、
織
物
に
せ
よ
、
木
工
品
に
せ
よ
、
真
に
美
し

い
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
作
は
無
銘
品
な
の
で
す
。
在
銘
の
も
の
で
そ
れ
等
の
も
の
に
比
べ
得
る
も
の
は
真
に
稀け

有う

だ
と
云
っ
て
い
い
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は

私
に
次
の
明
確
な
事
実
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。
富
貴
の
品
物
た
る
こ
と
に
は
い
か
に
病
い
が
多
い
か
を
。
そ
う
し
て
民
衆
の
品
物
た
る
こ
と
に
は
い
か
に
健

や
か
さ
が
多
い
か
を
。

　

進
ん
で
は
こ
う
も
云
え
ま
す
、
民
藝
の
中
に
こ
そ
工
藝
の
美
が
、
よ
り
安
定
に
保
証
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
。
し
た
が
っ
て
「
民
藝
品
た
る
こ
と
」
と
「
美

し
い
作
た
る
こ
と
」
と
に
は
堅
い
結け

ち

縁え
ん

が
あ
る
の
で
す
。
こ
れ
に
反
し
貴
族
的
な
品
が
美
し
い
作
と
な
る
の
は
極
め
て
困
難
な
の
で
す
。
今
日
ま
で
さ
げ
す

ま
れ
て
き
た
民
器
に
こ
そ
、
か
え
っ
て
高
い
美
が
約
束
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
美
へ
の
見
方
の
驚
く
べ
き
一
転
倒
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
あ
え
て
民
藝
に
つ

－ 6－－ 7－



い
て
語
る
積
極
的
理
由
を
、
私
は
隠
匿
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。

⑦
な
ぜ
特
別
な
品
物
よ
り
か
え
っ
て
普
通
の
品
物
に
か
く
も
豊
か
な
美
が
現
れ
て
く
る
か
。
そ
れ
は
一
つ
に
作
る
折
の
心
の
状
態
の
差
異
に
よ
る
と
云
わ
ね

ば
な
り
ま
せ
ん
。
前
者
の
有
想
よ
り
も
後
者
の
無
想
が
、
よ
り
清
い
境
地
に
あ
る
か
ら
で
す
。
意
識
よ
り
も
無
心
が
、
さ
ら
に
深
い
も
の
を
含
む
か
ら
で
す
。

主
我
の
念
よ
り
も
忘
我
の
方
が
、
よ
り
深
い
基
礎
と
な
る
か
ら
で
す
。
在
銘
よ
り
も
無
銘
の
方
が
、
よ
り
安
ら
か
な
境
地
に
あ
る
か
ら
で
す
。
作
為
よ
り
も

必
然
が
、
一
層
厚
く
美
を
保
証
す
る
か
ら
で
す
。
個
性
よ
り
も
伝
統
が
、
よ
り
大
き
な
根
底
と
云
え
る
か
ら
で
す
。
人
知
は
賢
く
と
も
、
よ
り
賢
い
叡え

い

智ち

が

自
然
に
潜
む
か
ら
で
す
。
人
知
に
守
ら
れ
る
富
貴
な
品
よ
り
、
自
然
に
守
ら
れ
る
民
藝
品
の
方
に
、
よ
り
確
か
さ
が
あ
る
こ
と
に
何
の
不
思
議
も
な
い
わ
け

で
す
。
華
美
よ
り
も
質
素
が
、
さ
ら
に
慕
わ
し
い
徳
な
の
で
す
。
身
を
飾
る
も
の
よ
り
も
、
働
く
も
の
の
方
が
常
に
健
康
な
の
で
す
。
錯
雑
さ
よ
り
も
単
純

な
も
の
の
方
が
、
よ
り
誠
実
な
姿
な
の
で
す
。
華
や
か
さ
よ
り
も
渋
さ
の
方
が
、
さ
ら
に
深
い
美
と
な
っ
て
き
ま
す
。
な
ぜ
民
藝
品
が
「
美
し
い
民
藝
品
」

と
な
る
運
命
を
受
け
る
か
、
そ
こ
に
は
極
め
て
必
然
な
由
来
が
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
工
藝
の
美
を
語
る
者
が
民
藝
を
解
す
る
こ
と
を
怠
っ
て
い

い
で
し
ょ
う
か
。

（
四
）
私
は
眼
を
転
じ
て
い
わ
ゆ
る
上
等
品
の
中う

ち

、美
し
い
作
を
取
り
上
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。
何
が
そ
れ
を
美
し
く
さ
せ
て
い
る
か
を
省
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

こ
の
時
私
は
次
の
事
実
を
見
出
さ
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
の
で
す
。
実
に
そ
れ
等
の
美
し
い
も
の
に
限
っ
て
、
そ
の
所
産
心
が
全
く
民
藝
品
と
同
じ
基
礎

に
立
っ
て
い
る
の
を
発
見
し
ま
す
。
無
駄
を
は
ぶ
い
た
簡
素
、
作
為
に
傷
つ
か
な
い
自
然
さ
、
簡
単
な
工
程
、
ま
た
は
そ
こ
に
見
ら
れ
る
無
心
の
豊
か
な
模

様
、
健
実
な
確
か
な
形
、
落
ち
着
い
た
深
み
あ
る
色
、
全
体
を
包
む
単
純
の
美
、
そ
れ
は
民
藝
品
を
美
し
く
さ
せ
て
い
る
そ
の
同
じ
原
理
が
働
い
て
い
る
か

ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
貴
族
的
な
も
の
で
は
古
い
時
代
の
も
の
に
い
い
も
の
が
多
い
の
で
す
。
そ
れ
は
技
巧
が
ま
だ
進
ん
で
お
ら
ず
、
稚
拙
な
味
わ
い

が
あ
る
か
ら
だ
と
云
え
る
の
で
す
。

　
（
中
略
）

　

工
藝
史
家
は
今
日
ま
で
ほ
と
ん
ど
貴
族
的
な
も
の
に
の
み
過
重
な
注
意
を
払
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
工
藝
そ
の
も
の
へ
の
理
解
を
喪
失
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

彼
等
に
は
全
く
美
の
標
的
が
な
い
の
で
す
。
い
か
に
し
ば
し
ば
等
し
い
讃
辞
を
、
美
し
い
も
の
と
醜
い
も
の
と
に
平
等
に
献さ

さ

げ
て
き
た
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ほ
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ど
不
平
等
な
歴
史
観
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
就な

か
ん
ず
く中

個
人
的
在
銘
の
作
に
彼
等
の
注
意
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
工
藝
史
を
極
め
て
狭
い
一
隅

に
追
い
や
る
の
と
同
じ
な
の
で
す
。
そ
れ
も
工
藝
史
の
一
部
を
占
め
る
で
し
ょ
う
が
、
む
し
ろ
傍
系
に
属
す
べ
き
も
の
と
云
っ
て
い
い
の
で
す
。
民
藝
が
公

道
な
の
で
す
。
工
藝
の
正
史
は
民
藝
史
な
の
で
す
。

　

ち
ょ
う
ど
宗
教
の
精
髄
が
、
複
雑
な
神
学
に
在
る
よ
り
も
無
心
な
信
仰
に
在
る
の
と
同
じ
な
の
で
す
。
信
仰
史
が
宗
教
の
正
史
な
の
で
す
。
信
仰
の
前
に

神
学
は
二
次
な
の
で
す
。
同
じ
よ
う
に
無
心
な
民
藝
の
美
に
対
し
て
、
個
人
の
意
識
的
な
作
は
二
次
な
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
無
心
は
意
識
よ
り
も
、
も
っ
と

深
い
も
の
を
捕
え
る
か
ら
で
す
。
民
器
の
美
に
向
か
っ
て
官
器
の
美
は
二
次
な
の
で
す
。
民
衆
よ
り
生
ま
れ
民
衆
に
役
立
つ
雑
具
に
こ
そ
工
藝
の
正
道
が
あ

り
大
道
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
故
、
民
藝
の
問
題
が
工
藝
の
根
本
問
題
な
の
で
す
。
工
藝
論
は
新
し
く
出
発
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
⑧
工
藝
美
の
歴
史
は
書

き
改
め
ら
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
達
は
工
藝
の
正
史
を
綴つ

づ

る
べ
き
任
務
を
帯
び
て
い
る
の
で
す
。

＊
柳
宗
悦
…
…
日
本
の
美
術
評
論
家
、
思
想
家
。
民
藝
運
動
の
主
唱
者
。

＊
組
合
…
…
…
親
方
、
職
人
、
徒
弟
か
ら
成
る
商
工
業
者
の
特
権
的
同
業
団
体
で
、
中
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
に
お
い
て
発
達
し
た
。
ギ
ル
ド
。

＊
闡
明
…
…
…
明
瞭
で
な
か
っ
た
道
理
や
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
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【
問
１
】　

二
重
傍
線
ⓐ
〜
ⓔ
の
漢
字
は
そ
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
記
し
、
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
改
め
な
さ
い
（
楷
書
で
、
丁
寧
に
書
く
こ
と
）。

　
　
　
　

ⓐ　

ヘ
イ
イ　
　
　
　

ⓑ
　
ブ
ベ
ツ　
　
　
　

ⓒ　

漸
次　
　
　

ⓓ　

ガ
ン
ジ
ョ
ウ　
　
　

ⓔ　

セ
イ
チ

【
問
２
】　

傍
線
①
「
工
藝
の
諸
問
題
の
う
ち
で
、
過
去
に
対
し
て
も
将
来
に
向
か
っ
て
も
、
一
番
意
味
深
い
対
象
と
な
る
の
は
民
藝
の
問
題
な
の
で
す
」

と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
関
す
る
次
の
説
明
文
の
空
欄
ａ
〜
ｄ
に
当
て
は
ま
る
も
の
を
後
の
選
択
肢
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、（
ア
）
〜
（
ク
）
の
記

号
で
答
え
な
さ
い
。

漆
器
・
陶
磁
器
や
織
物
な
ど
、
日
常
的
な
雑
貨
・
道
具
で
あ
り
な
が
ら
も
美
術
品
と
し
て
の
魅
力
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
も
の
を
一
般
に
工

藝
（
工
芸
）
と
い
い
ま
す
。
ま
た
、
工
藝
の
な
か
で
も
一
般
民
衆
の
生
活
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
を
民
衆
的
工
芸
品
、
す
な
わ
ち
民
藝
（
民
芸
）

と
い
い
ま
す
。
従
来
、
人
々
の
生
活
に
密
着
し
て
い
る
民
藝
は
、
そ
れ
ゆ
え
に

ａ

な
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
が
ち
で
し
た
。
こ
の

文
章
の
趣
旨
は
、そ
れ
ま
で
見
過
ご
さ
れ
て
い
た
民
藝
の

ｂ

な
価
値
を
う
っ
た
え
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。筆
者
の
柳
宗
悦
に
よ
れ
ば
、

民
藝
に
目
を
向
け
ず
に

ｃ

な
工
藝
の
み
を
あ
り
が
た
が
る
の
は
間
違
っ
た
態
度
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
柳
の
主
張
は
む
し
ろ
、
工
藝

に
お
け
る

ｄ

を
追
求
す
る
た
め
に
こ
そ
民
藝
に
目
を
向
け
る
べ
き
だ
、
と
い
う
も
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
柳
の
主
張
は
、
そ
の
後
の
美
術
界
・
思
想
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
現
在
、
柳
の
主
張
を
踏
ま
え
る
さ
い
に
は
、

「
民
芸
（
品
）」
の
一
般
的
な
意
味
合
い
（
例
え
ば
、
郷
土
の
土
産
物
と
い
っ
た
よ
う
な
）
か
ら
区
別
す
る
か
た
ち
で
、
旧
字
の
「
民
藝
」
を

用
い
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

（
ア
）　

悪
習　
　
　
　
（
イ
）　

下
等　
　
　
　
（
ウ
）　

完
璧　
　
　
　
（
エ
）　

象
徴

（
オ
）　

深
刻　
　
　
　
（
カ
）　

真
理　
　
　
　
（
キ
）　

美
的　
　
　
　
（
ク
）　

富
貴
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【
問
３
】　

傍
線
②
「
何な

ん

人ぴ
と

も
こ
の
問
題
に
触
れ
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
工
藝
論
を
組
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
い
う

こ
と
で
す
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、（
ア
）
〜
（
オ
）
の
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

（
ア
）　

民
藝
は
民
衆
が
作
り
上
げ
る
も
の
で
あ
り
、
工
藝
を
語
る
た
め
に
は
鑑
賞
だ
け
で
は
な
く
実
際
に
作
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。

（
イ
）　

実
用
的
で
あ
る
こ
と
が
工
藝
の
本
質
で
あ
る
以
上
、
工
藝
を
論
じ
る
際
に
は
か
な
ら
ず
民
藝
に
目
を
向
け
る
べ
き
だ
、
と
い
う
こ
と
。

（
ウ
）　

民
藝
品
は
経
済
的
価
値
が
上
が
る
可
能
性
が
高
い
の
で
、
工
藝
論
に
は
ぜ
ひ
と
も
民
藝
を
組
み
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。

（
エ
）　

工
藝
に
お
け
る
華
麗
な
美
し
さ
を
理
解
で
き
な
い
人
は
、
民
藝
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
な
ど
と
う
て
い
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
。

（
オ
）　

日
常
の
生
活
品
で
あ
る
民
藝
を
使
用
し
た
こ
と
の
な
い
人
は
、
そ
も
そ
も
工
藝
に
つ
い
て
議
論
を
す
る
資
格
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
。

【
問
４
】　

空
欄
Ａ
・
Ｂ
に
当
て
は
ま
る
語
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
（
ア
）
〜
（
オ
）
の
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

（
ア
）　

も
し　
　
　
（
イ
）　

例
え
ば　
　
　
（
ウ
）　

と
こ
ろ
で　
　
　
（
エ
）　

何な

故ぜ

な
ら　
　
　
（
オ
）　

し
た
が
っ
て

－ 10 －－ 11 －



【
問
５
】　

傍
線
③
「
許
し
難
い
不
注
意
」
に
関
す
る
次
の
説
明
文
の
空
欄
ａ
〜
ｄ
に
当
て
は
ま
る
も
の
を
後
の
選
択
肢
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、（
ア
）
〜

（
ク
）
の
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　

世
間
一
般
の
人
々
に
は
、
す
で
に
評
価
が
定
ま
っ
た

ａ

的
な
も
の
ば
か
り
を
あ
り
が
た
が
り
、

ｂ

の
い
と
な
み
を
見
下

す
よ
う
な
傾
向
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
わ
た
し
た
ち
は
、
高
名
な
建
築
家
が
作
っ
た
歴
史
的
建
造
物
に
は
や
す
や
す
と
芸
術

性
を
見み

い
だ出

す
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
の
人
が
暮
ら
し
て
い
る
民
家
に
対
し
て
同
じ
よ
う
な
視
線
を
向
け
よ
う
と
は
し
ま
せ
ん
。

　

本
文
に
お
け
る
「
許
し
難
い
不
注
意
」
と
い
う
表
現
は
、
こ
の
よ
う
な
わ
た
し
た
ち
の
、
目
に
映
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
見
過
ご

し
て
し
ま
う
よ
う
な
態
度
を
想
定
し
て
の
も
の
で
し
ょ
う
。と
も
す
れ
ば
見
落
と
し
が
ち
で
す
が
、「
民
藝
（
民
芸
）」
と
い
う
言
葉
に
は
、

「
藝
術
（
芸
術
）」
の
「
藝
（
芸
）」
の
字
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
文
章
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
、
こ
れ
ま
で
見
落
と
さ
れ
て
き
た
民
藝
の
芸

術
的
な
価
値
を

ｃ

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
工
藝
を
め
ぐ
る
従
来
の
価
値
観
を

ｄ

さ
せ
て
い
る
点
に
あ
る
と
言
え
ま
す
。

（
ア
）　

移
動　
　
　
　
（
イ
）　

権
威　
　
　
　
（
ウ
）　

庶
民　
　
　
　
（
エ
）　

政
治

（
オ
）　

増
加　
　
　
　
（
カ
）　

転
倒　
　
　
　
（
キ
）　

道
徳　
　
　
　
（
ク
）　

発
見

【
問
６
】　

空
欄
Ｃ
〜
Ｆ
に
当
て
は
ま
る
語
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
（
ア
）
〜
（
ク
）
の
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

（
ア
）　

陰
気　
　
　
　
（
イ
）　

単
純　
　
　
　
（
ウ
）　

偽
物　
　
　
　
（
エ
）　

無
名

（
オ
）　

陽
気　
　
　
　
（
カ
）　

複
雑　
　
　
　
（
キ
）　

歴
代　
　
　
　
（
ク
）　

名
工
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【
問
７
】　

傍
線
④
「
同
じ
よ
う
に
民
器
と
然
ら
ざ
る
も
の
と
は
心
の
置
き
場
が
異
な
る
の
で
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
最
も
適
当

な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、（
ア
）
〜
（
オ
）
の
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

（
ア
）　

民
器
の
作
り
手
に
は
、
従
来
の
伝
統
的
な
価
値
観
に
と
ら
わ
れ
な
い
個
性
的
で
自
由
な
心
が
必
要
と
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
。

（
イ
）　

伝
統
へ
の
敬
意
が
な
い
作
り
手
に
は
、
美
術
家
が
作
る
よ
う
な
美
し
い
民
器
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
。

（
ウ
）　

伝
統
を
そ
の
ま
ま
に
踏
襲
す
る
民
器
の
作
り
手
は
、
美
術
家
と
は
違
っ
て
自
我
を
前
面
に
出
す
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
。

（
エ
）　

民
器
の
作
り
手
が
使
い
勝
手
を
気
に
す
る
の
に
対
し
、
美
術
家
は
展
覧
会
の
評
価
ば
か
り
を
気
に
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
。

（
オ
）　

作
り
手
の
特
別
な
美
意
識
が
存
在
し
な
い
作
品
に
は
、
民
器
と
し
て
の
美
し
さ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
。

【
問
８
】　

傍
線
⑤
「
一
般
の
美
へ
の
見
方
は
因
襲
的
で
あ
っ
て
創
造
が
あ
り
ま
せ
ん
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を

次
の
中
か
ら
選
び
、（
ア
）
〜
（
オ
）
の
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

（
ア
）　

世
間
の
人
は
美
し
さ
に
対
し
て
受
動
的
な
態
度
を
取
り
、
自
分
か
ら
美
し
い
作
品
を
生
み
出
そ
う
と
は
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
。

（
イ
）　

多
く
の
人
は
す
で
に
知
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
ば
か
り
で
、
未
知
の
出
来
事
に
目
を
向
け
よ
う
と
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
。

（
ウ
）　

一
般
的
な
美
し
さ
は
生
活
習
慣
の
な
か
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
新
し
い
物
事
の
な
か
に
は
存
在
し
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
。

（
エ
）　

多
く
の
人
は
世
間
の
評
価
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
い
る
だ
け
で
、
自
分
な
り
の
価
値
基
準
を
持
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
。

（
オ
）　

一
般
人
は
古
く
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た
風
習
を
守
っ
て
い
る
だ
け
で
、
新
し
い
こ
と
に
挑
戦
す
る
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
。
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【
問
９
】　

傍
線
⑥
「
い
わ
ゆ
る
上
等
品
に
見
ら
れ
る
通つ

う

有ゆ
う

の
欠
陥
は
技
巧
へ
の
腐
心
な
の
で
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
最
も
適
当

な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、（
ア
）
〜
（
オ
）
の
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

（
ア
）　

上
等
品
の
欠
点
は
、
技
巧
を
上
達
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
志
が
ま
る
で
感
じ
ら
れ
な
い
こ
と
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
。

（
イ
）　

欠
点
の
多
い
工
藝
で
あ
っ
て
も
、
時
間
を
か
け
て
技
巧
が
磨
か
れ
る
こ
と
で
上
等
品
に
な
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
。

（
ウ
）　

実
用
品
と
し
て
の
使
い
に
く
さ
を
、
職
人
の
技
巧
に
よ
っ
て
克
服
し
た
も
の
こ
そ
上
等
品
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。

（
エ
）　

ど
ん
な
に
美
し
い
工
藝
品
で
あ
っ
て
も
、
技
巧
に
対
す
る
努
力
が
な
け
れ
ば
上
等
と
は
言
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
。

（
オ
）　

上
等
品
は
お
し
な
べ
て
技
巧
に
こ
だ
わ
る
が
、
そ
の
意
識
こ
そ
が
作
品
の
欠
点
に
結
び
つ
く
の
だ
、
と
い
う
こ
と
。
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【
問
10
】　

傍
線
⑦
「
な
ぜ
特
別
な
品
物
よ
り
か
え
っ
て
普
通
の
品
物
に
か
く
も
豊
か
な
美
が
現
れ
て
く
る
か
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
関
す
る
次
の
説

明
文
の
空
欄
ａ
〜
ｃ
に
当
て
は
ま
る
も
の
を
後
の
選
択
肢
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、（
ア
）
〜
（
カ
）
の
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

次
に
引
用
す
る
文
章
は
、
評
論
家
の
前
田
英
樹
が
、
柳
宗
悦
の
民
藝
に
関
す
る
捉
え
か
た
に
つ
い
て
論
じ
た
文
章
で
す
。
こ
こ
で
は
〈
芸

術
〉
と
い
う
も
の
に
対
す
る
柳
の
疑
念
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
本
文
に
お
け
る
「
特
別
な
品
物
」
に
対
す
る
低
評
価
と
も
つ

な
が
る
も
の
で
す
。
前
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　

 　
《
こ
の
よ
う
な
〈
芸
術
〉
に
対
す
る
柳
の
疑
い
は
、
あ
く
ま
で
も
根
本
的
な
も
の
で
あ
る
。
常
軌
を
逸
し
た
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
個

性
的
天
才
な
ど
は
、
実
に
あ
り
ふ
れ
た

ａ

で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
空
想
に
過
ぎ
な
い
。
そ
う
い
う
天
才
像
は
、
近
代
社
会

が
私
た
ち
に
容
認
し
て
い
る
一
種
の
は
け
口
、
私
た
ち
の
味
気
な
い
機
械
化
し
た
暮
ら
し
の
は
け
口
に
過
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。

　

 　

工
藝
の
「
美
」
は
、
よ
く
役
立
つ
器
物
だ
け
が
持
っ
て
い
る
美
し
さ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
変
わ
る
こ
と
の
な
い
真
実
だ
ろ
う
。

こ
れ
を
作
る
の
に
天
才
は
要
ら
な
い
。
要
る
の
は
、
膨
大
に
繰
り
返
さ
れ
る
労
働
で
あ
り
、
そ
れ
へ
の

ｂ

と
、
手
の
器

用
さ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
支
え
る

ｃ

で
あ
り
、
そ
の
暮
ら
し
を
支
え
る
信
仰
心
で
あ
る
。》

（
前
田
英
樹
『
民
俗
と
民
藝
』
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
一
三
年
）

前
田
の
指
摘
は
、
柳
が
「
普
通
の
品
物
」
た
る
民
藝
の
背
後
に
労
働
を
見
て
い
る
こ
と
を
教
え
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
本
文
に
あ
る
「
働

く
も
の
の
方
が
常
に
健
康
な
の
で
す
」
と
い
う
一
節
に
も
呼
応
し
て
い
ま
す
。

（
ア
）　

学
習
の
成
果　
　
　
（
イ
）　

政
治
的
な
運
動　
　
　
（
ウ
）　

つ
つ
ま
し
い
暮
ら
し

（
エ
）　

近
代
の
産
物　
　
　
（
オ
）　

限
り
な
い
熟
達　
　
　
（
カ
）　

ぜ
い
た
く
な
暮
ら
し

－ 14 －－ 15 －



【
問
11
】　

傍
線
⑧
「
工
藝
美
の
歴
史
は
書
き
改
め
ら
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
関
す
る
次
の
説
明
文
を
読
ん
で
、（
１
）
〜
（
４
）

に
つ
い
て
適
当
な
も
の
を
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　

筆
者
の
柳
宗
悦
に
よ
る
民
藝
の
評
価
は
、
単
に
好
み
や
趣
向
の
問
題
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。
筆
者
は
最
後
の
ほ
う
で
、
民
藝
を
「
無
心
な

信
仰
」
に
な
ぞ
ら
え
て
も
い
ま
す
が
、
こ
こ
か
ら
う
か
が
え
る
の
は
、

　
　
　

 
（
ア
）　

工
藝
に
お
い
て
個
人
的
な
作
為
は
必
要
な
い

（
１
）　 

（
イ
）　

工
藝
は
神
へ
の
供
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い  　

と
い
う
筆
者
の
考
え
で
す
。

　
　
　

 

（
ウ
）　

工
藝
に
過
剰
な
信
心
を
抱
く
べ
き
で
は
な
い

　

さ
ら
に
そ
れ
が
、「
神
学
」
と
対
比
さ
れ
つ
つ
、「
信
仰
」
と
い
う
日
々
の
い
と
な
み
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
点
を
強
調
す
る
な
ら
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
エ
）　

工
藝
の
た
め
に
日
々
学
問
に
は
げ
む
べ
き
で
あ
る

こ
こ
に
は
（
２
）　

（
オ
）　

工
藝
は
信
仰
の
歴
史
に
明
記
さ
れ
る
必
要
が
あ
る  　

と
い
う
主
張
が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　

 

（
カ
）　

工
藝
は
民
衆
の
具
体
的
な
暮
ら
し
と
と
も
に
あ
る

　

筆
者
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
、
こ
の
「
工
藝
美
の
歴
史
」
は
、
美
術
品
と
し
て
の
工
藝
の
歴
史
を
民
藝
の
側
か
ら
捉
え
返
す
か
た
ち
で
示
さ

れ
て
い
ま
す
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
捉
え
返
し
は
、

　
　
　

 

（
キ
）　

工
藝
を
理
解
し
て
い
な
い
民
衆
に
そ
の
歴
史
を
啓け

い

蒙も
う

す
る
こ
と

（
３
）　 

（
ク
）　

工
藝
を
貴
族
や
専
門
家
の
手
か
ら
民
衆
の
手
に
取
り
戻
す
こ
と 　

を
意
味
し
ま
す
。「
民
藝
運
動
」
と
も
呼
ば
れ
た
柳
の

　
　
　

 

（
ケ
）　

実
用
的
な
民
藝
に
貴
族
的
工
藝
と
し
て
の
権
威
を
与
え
る
こ
と

民
藝
再
評
価
は
、
そ
の
意
味
で
、
民
主
的
な
社
会
運
動
の
一
環
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

柳
は
実
際
、
こ
の
よ
う
な
民
藝
的
な
美
を
生
み
出
す
こ
と
の
で
き
る
社
会
こ
そ
を
理
想
的
な
社
会
だ
と
考
え
ま
し
た
。
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手
触
り
も
な
い
ま
ま
、
な
ん
で
も
い
か
よ
う
に
も
売
り
買
い
で
き
て
し
ま
う
よ
う
な
現
代
、
わ
た
し
た
ち
は
、
消
費
と
労
働
の
あ
り
か
た

に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
柳
の
民
藝
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
そ
ん
な
わ
た
し
た
ち
に
対
し
て
、
な
に
よ
り
、

　
　
　

 

（
コ
）　

地
に
足
を
つ
け
た
生
活
と
と
も
に
思
考
す
る
こ
と

（
４
）　 

（
サ
）　

誇
る
べ
き
日
本
独
自
の
伝
統
を
守
り
続
け
る
こ
と  　

を
求
め
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　
　
　

 
（
シ
）　

移
ろ
い
ゆ
く
価
値
観
を
柔
軟
に
受
け
入
れ
る
こ
と
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①
日
が
暮
れ
か
か
る
。
人
は
ね
ぐ
ら
に
急
ぐ
と
き
だ
が
、お
れ
に
は
帰
る
家
が
な
い
。
お
れ
は
②
家
と
家
と
の
間
の
狭
い
割
れ
目
を
ゆ
っ
く
り
歩
き
続
け
る
。

街
中
こ
ん
な
に
沢
山
の
家
が
並
ん
で
い
る
の
に
、
お
れ
の
家
が
一
軒
も
な
い
の
は
何な

故ぜ

だ
ろ
う
？
…
…
と
、
何
万
遍
か
の
疑
問
を
、
ま
た
繰
り
返
し
な
が
ら
。

　

電
柱
に
も
た
れ
て
小
便
を
す
る
と
、
そ
こ
に
は
時
折
縄
の
切
れ
端
な
ん
か
が
落
ち
て
い
て
、
お
れ
は
首
を
く
く
り
た
く
な
っ
た
。
縄
は
横
目
で
お
れ
の
首

を
に
ら
み
な
が
ら
、
兄
弟
、
休
も
う
よ
。
③
ま
っ
た
く
お
れ
も
休
み
た
い
。
だ
が
休
め
な
い
ん
だ
。
お
れ
は
縄
の
兄
弟
じ
ゃ
な
し
、
そ
れ
に
ま
だ
何
故
お
れ

の
家
が
な
い
の
か
納
得
の
ゆ
く
理
由
が
つ
か
め
な
い
ん
だ
。

④
夜
は
毎
日
や
っ
て
く
る
。
夜
が
来
れ
ば
休
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
休
む
た
め
に
家
が
い
る
。
そ
ん
な
ら
お
れ
の
家
が
な
い
わ
け
が
な
い
じ
ゃ
な
い
か
。

　

ふ
と
思
い
つ
く
。
も
し
か
す
る
と
お
れ
は
何
か
重
大
な
思
い
ち
が
い
を
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
家
が
な
い
の
で
は
な
く
、
単
に
忘
れ
て
し
ま
っ
た

だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
だ
、
あ
り
う
る
こ
と
だ
。
例
え
ば
…
…
と
、
偶
然
通
り
か
か
っ
た
一
軒
の
前
に
足
を
と
め
、
こ
れ
が
お
れ
の
家
か
も
し
れ

な
い
で
は
な
い
か
。
む
ろ
ん
他
の
家
と
く
ら
べ
て
、
特
に
そ
う
い
う
可
能
性
を
に
お
わ
せ
る
特
徴
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
ど
の
家
に
つ
い
て
も

同
じ
よ
う
に
言
え
る
こ
と
だ
し
、
ま
た
そ
れ
は
お
れ
の
家
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
な
ん
の
証
拠
に
も
な
り
え
な
い
。
⑤
勇
気
を
ふ
る
っ
て
、
さ
あ
、
ド
ア

を
叩た

た

こ
う
。

　

運
よ
く
半
開
き
の
窓
か
ら
の
ぞ
い
た
親
切
そ
う
な
女
の
笑
顔
。
希
望
の
風
が
心
臓
の
近
く
に
吹
き
込
み
、
そ
れ
で
お
れ
の
心
臓
は
平
た
く
ひ
ろ
が
り
旗
に

な
っ
て
ひ
る
が
え
る
。
お
れ
も
笑
っ
て
紳
士
の
よ
う
に
会
釈
し
た
。

「

Ａ

」

　

女
の
顔
が
急
に
こ
わ
ば
る
。「
あ
ら
、
ど
な
た
で
し
ょ
う
？
」

　

お
れ
は
説
明
し
よ
う
と
し
て
、
は
た
と
行
き
詰
ま
る
。
な
ん
と
説
明
す
べ
き
か
わ
か
ら
な
く
な
る
。
お
れ
が
誰だ

れ

で
あ
る
の
か
、
そ
ん
な
こ
と
は
こ
の
際
問

 
次
の
文
章
は
、
安
部
公
房
が
書
い
た
「
赤
い
繭
」
と
い
う
短
編
小
説
で
す
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
以
下
の
設
問
に
答
え
な
さ
い
。

Ⅱ
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題
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
彼
女
に
ど
う
や
っ
て
納
得
さ
せ
た
ら
い
い
だ
ろ
う
？　

お
れ
は
少
し
や
け
気
味
に
な
っ
て
、

　
「

Ｂ

」

　
「
ま
あ
…
…
」
と
女
の
顔
が
お
び
え
る
。
そ
れ
が
お
れ
の
癪し

ゃ
くに

さ
わ
る
。

　
「

Ｃ

」

　
「
で
も
、
こ
こ
は
私
の
家
で
す
わ
。」

　
「

Ｄ

」

　

返
事
の
代
わ
り
に
、
女
の
顔
が
壁
に
変
わ
っ
て
、
窓
を
ふ
さ
い
だ
。
あ
あ
、
こ
れ
が
女
の
笑
顔
と
い
う
や
つ
の
正
体
で
あ
る
。
誰
か
の
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
、
お
れ
の
も
の
で
な
い
理
由
だ
と
い
う
、
訳
の
分
か
ら
ぬ
論
理
を
正
体
づ
け
る
の
が
、
い
つ
も
の
こ
の
変へ

ん

貌ぼ
う

で
あ
る
。

　

だ
が
、
何
故
…
…
何
故
す
べ
て
が

Ｅ

で
あ
り
、

Ｆ

で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
？　

い
や
、

Ｆ

で
は
な
い
ま
で
も
、
せ
め

て

Ｇ

が
一
つ
く
ら
い
あ
っ
て
も
い
い
で
は
な
い
か
。
時
た
ま
お
れ
は
錯
覚
し
た
。
工
事
場
や
材
料
置
き
場
の
＊
ヒ
ュ
ー
ム
管
が
お
れ
の
家
だ
と
。

し
か
し
そ
れ
ら
は
す
で
に

Ｅ

に
な
り
つ
つ
あ
る
も
の
で
あ
り
、
や
が
て

Ｅ

に
な
る
た
め
に
、
お
れ
の
意
志
や
関
心
と
は
無
関
係
に
そ

こ
か
ら
消
え
て
し
ま
っ
た
。
あ
る
い
は
、
明
ら
か
に
お
れ
の
家
で
は
な
い
も
の
に
変
形
し
て
し
ま
っ
た
。

　

で
は
公
園
の
ベ
ン
チ
は
ど
う
だ
。
⑥
む
ろ
ん
結
構
。
も
し
そ
れ
が
本
当
に
お
れ
の
家
で
あ
れ
ば
、
⑦
棍こ

ん

棒ぼ
う

を
も
っ
た
彼
が
来
て
追
い
立
て
さ
え
し
な
け
れ

ば
…
…
た
し
か
に
こ
こ
は
み
ん
な

0

0

0

の
も
の
で
あ
り
、
誰
の
も
の
で
も
な
い
。
だ
が
彼
は
言
う
。

「
こ
ら
、
起
き
ろ
。
こ
こ
は
み
ん
な
の
も
の
で
、
誰
の
も
の
で
も
な
い
。
ま
し
て
や
お
ま
え
の
も
の
で
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
。
さ
あ
、
と
っ
と
と
歩
く
ん
だ
。

そ
れ
が
嫌
な
ら
法
律
の
門
か
ら
地
下
室
に
来
て
も
ら
お
う
。
そ
れ
以
外
の
と
こ
ろ
で
足
を
と
め
れ
ば
、
そ
れ
が
ど
こ
で
あ
ろ
う
と
そ
れ
だ
け
で
お
ま
え
は
罪

を
犯
し
た
こ
と
に
な
る
の
だ
。」

 

＊
さ
ま
よ
え
る
ユ
ダ
ヤ
人
と
は
、
す
る
と
、
お
れ
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
？

　

日
が
暮
れ
か
か
る
。
お
れ
は
歩
き
続
け
る
。
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家
…
…
消
え
う
せ
も
せ
ず
、
変
形
も
せ
ず
、
地
面
に
立
っ
て
動
か
な
い
家
々
。
そ
の
間
の
ど
れ
一
つ
と
し
て
定
ま
っ
た
顔
を
持
た
ぬ
変
わ
り
続
け
る
割
れ

目
…
…
道
。
雨
の
日
に
は
刷ブ

ラ
シ子

の
よ
う
に
け
ば
立
ち
、
雪
の
日
に
は
車
の
わ
だ
ち
の
幅
だ
け
に
な
り
、
風
の
日
に
は
ベ
ル
ト
の
よ
う
に
流
れ
る
道
。
お
れ
は

歩
き
続
け
る
。
お
れ
の
家
が
な
い
理
由
が
の
み
込
め
な
い
の
で
、
首
も
つ
れ
な
い
。

　

お
や
、
誰
だ
、
お
れ
の
足
に
ま
つ
わ
り
付
く
の
は
？　

首
つ
り
の
縄
な
ら
、
そ
う
あ
わ
て
る
な
よ
、
そ
う
⑧
せ
か
す
な
よ
、
い
や
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
こ

れ
は
ね
ば
り
け
の
あ
る
絹
糸
だ
。
つ
ま
ん
で
、
引
っ
張
る
と
、
そ
の
端
は
靴
の
破
れ
目
の
中
に
あ
っ
て
、
い
く
ら
で
も
ず
る
ず
る
の
び
て
く
る
。
こ
い
つ
は

妙
だ
。
と
好
奇
心
に
か
ら
れ
て
た
ぐ
り
つ
づ
け
る
と
、
更
に
妙
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
。
次
第
に
体
が
傾
き
、
地
面
と
直
角
に
体
を
支
え
て
い
ら
れ
な
く
な
っ

た
。
地
軸
が
傾
き
、
引
力
の
方
向
が
変
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？

　

コ
ト
ン
と
靴
が
、足
か
ら
離
れ
て
地
面
に
落
ち
、お
れ
は
事
態
を
理
解
し
た
。
地
軸
が
ゆ
が
ん
だ
の
で
は
な
く
、お
れ
の
片
足
が
短
く
な
っ
て
い
る
の
だ
っ

た
。
糸
を
⑨
た
ぐ
る
に
つ
れ
て
、
お
れ
の
足
が
ど
ん
ど
ん
短
く
な
っ
て
い
た
。
す
り
切
れ
た
＊
ジ
ャ
ケ
ツ
の
肘ひ

じ

が
⑩
ほ
こ
ろ
び
る
よ
う
に
、
お
れ
の
足
が
ほ

ぐ
れ
て
い
る
の
だ
っ
た
。
そ
の
糸
は
、
糸へ

ち
ま瓜

の
せ
ん
い

0

0

0

の
よ
う
に
分
解
し
た
お
れ
の
足
で
あ
っ
た
の
だ
。

　

も
う
こ
れ
以
上
、
一
歩
も
歩
け
な
い
。
途
方
に
く
れ
て
立
ち
つ
く
す
と
、
同
じ
く
途
方
に
く
れ
た
手
の
中
で
、
絹
糸
に
変
形
し
た
足
が
独
り
で
に
動
き
は

じ
め
て
い
た
。
す
る
す
る
と
這は

い
出だ

し
、
そ
れ
か
ら
先
は
全
く
お
れ
の
手
を
か
り
ず
に
、
自
分
で
ほ
ぐ
れ
て
蛇
の
よ
う
に
身
に
ま
き
つ
き
は
じ
め
た
。
左
足

が
全
部
ほ
ぐ
れ
て
し
ま
う
と
、
糸
は
自
然
に
右
足
に
移
っ
た
。
糸
は
や
が
て
お
れ
の
全
身
を
袋
の
よ
う
に
包
み
込
ん
だ
が
、
そ
れ
で
も
ほ
ぐ
れ
る
の
を
や
め

ず
、
胴
か
ら
胸
へ
、
胸
か
ら
肩
へ
と
次
々
に
ほ
ど
け
、
ほ
ど
け
て
は
袋
を
内
側
か
ら
固
め
た
。
そ
し
て
、
つ
い
に
お
れ
は
消
滅
し
た
。

　

後
に
大
き
な
空
っ
ぽ
の
繭
が
残
っ
た
。

　

あ
あ
、
こ
れ
で
や
っ
と
休
め
る
の
だ
。
夕
日
が
赤
々
と
繭
を
染
め
て
い
た
。
こ
れ
だ
け
は
確
実
に
誰
か
ら
も
妨
げ
ら
れ
な
い
お
れ
の
家
だ
。
だ
が
、　

Ｈ

。

　

繭
の
中
で
時
が
と
だ
え
た
。
外
は
暗
く
な
っ
た
が
、
繭
の
中
は
い
つ
ま
で
も
夕
暮
れ
で
、
内
側
か
ら
照
ら
す
夕
焼
け
の
色
に
赤
く
光
っ
て
い
た
。
⑪
こ
の

目
立
つ
特
徴
が
、
彼
の
目
に
と
ま
ら
ぬ
は
ず
が
な
か
っ
た
。
彼
は
繭
に
な
っ
た
お
れ
を
、
汽
車
の
踏
切
と
レ
ー
ル
の
間
で
見
つ
け
た
。
最
初
腹
を
立
て
た
が
、
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す
ぐ
に
珍
し
い
拾
い
も
の
を
し
た
と
思
い
な
お
し
て
、
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
た
。
し
ば
ら
く
そ
の
中
を
ご
ろ
ご
ろ
し
た
後
で
、
彼
の
息
子
の
玩お

も
ち
ゃ具

箱ば
こ

に
移
さ
れ

た
。＊

ヒ
ュ
ー
ム
管
…
…
…
…
…
… 

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
管
。
下
水
道
や
灌か

ん

漑が
い

用
水
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
。

＊
さ
ま
よ
え
る
ユ
ダ
ヤ
人
…
…  

刑
場
へ
引
か
れ
て
い
く
キ
リ
ス
ト
に
暴
言
を
あ
び
せ
た
一
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
、
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
ま
で
死
ぬ
こ
と
を
許
さ
れ
ず
、
永
遠
に
世
界
を

さ
ま
よ
い
歩
く
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
説
。

＊
ジ
ャ
ケ
ツ
…
…
…
…
…
…
… 
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
。
上
着
の
総
称
。
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【
問
１
】　

傍
線
①
「
日
が
暮
れ
か
か
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
以
下
は
、
こ
の
冒
頭
の
一
文
に
関
す
る
説
明
文
と
な
り
ま
す
。
空
欄
ａ
・
ｂ
に
当
て
は
ま
る

語
を
後
の
選
択
肢
よ
り
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
（
ア
）
〜
（
カ
）
の
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　

夜
が
や
っ
て
来
る
。
夜
が
来
れ
ば
、
休
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
休
む
た
め
に
は
家
が
い
る
。
な
の
に
、「
お
れ
」
に
は
家
が

な
い
。
だ
か
ら
、
夜
が
近
づ
い
て
き
た
今
、「
お
れ
」
は
自
分
の
帰
る
べ
き
家
が
な
い
こ
と
に
憤
り
や

ａ

を
覚
え
な
が
ら
、
た
く
さ

ん
の
家
が
建
ち
並
ぶ
街
を
さ
ま
よ
い
歩
く
。
そ
し
て
、
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
の
家
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
ど
こ
か
に
自
分
の
家
も
あ
る
は
ず
だ

と
い
う

ｂ

に
す
が
り
な
が
ら
、「
お
れ
」
は
街
を
さ
ま
よ
い
歩
く
の
で
あ
る
。

（
ア
）　

劣
等
感　
　
（
イ
） 　

危
険
性　
　

 （
ウ
） 　

幸
福
感　
　
（
エ
） 　

可
能
性　
　
（
オ
） 　

焦
燥
感　
　
（
カ
）　 

普
遍
性
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【
問
２
】　

傍
線
②
「
家
と
家
と
の
間
の
狭
い
割
れ
目
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
次
の
説
明
文
を
読
み
、
空
欄
ａ
・
ｂ
に
当
て
は
ま
る

言
葉
を
、
そ
れ
ぞ
れ
漢
字
１
文
字
で
答
え
な
さ
い
。
ま
た
、
空
欄
ｃ
・
ｄ
に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
次
の
説
明
文
の
中
か
ら
抜
き
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ

漢
字
１
文
字
で
答
え
な
さ
い
。

　
「
狭
い
割
れ
目
」
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん

ａ

の
こ
と
で
す
。
で
は
、
な
ぜ

ａ

が
「
割

れ
目
」
と
表
現
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、「
お
れ
」
が

ｂ

を
探
し
求
め
て
い
る
男
だ
か
ら

で
す
。「
お
れ
」
の
目
は
、
常
に

ｂ

を
物
色
し
て
い
ま
す 

―
― 

ど
こ
か
に
「
お
れ
」
の
も
の
が
あ

る
は
ず
だ
、
と
必
死
に
な
っ
て
。

　

上
の
絵
を
見
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
「
ル
ビ
ン
の
壺つ

ぼ

」
と
呼
ば
れ
る
有
名
な
絵
で
す
。
真
ん
中
の
黒
い
部

分
は
、「
壺
」
に
見
え
ま
せ
ん
か
？　

こ
の
時
、
黒
い
部
分
が
「
図
」
で
あ
り
、
白
い
部
分
は
「
地
」（
＝
背

景
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。
で
も
、左
右
の
白
い
部
分
を
「
図
」
と
し
て
捉と

ら

え
る
と
、今
度
は
「
二
人
の
人
間
の
横
顔
」
が
見
え
て
き
ま
せ
ん
か
？　

こ
の
時
、
黒
い
部
分
（
さ
っ
き
は
「
壺
」
に
見
え
た
部
分
）
は
「
地
」
と
な
り
、「
壺
」
の
絵
（
＝
「
図
」）
と
し
て
は
認
識
さ
れ
な
く
な
っ

て
い
る
の
で
す
。

　

で
は
、「
お
れ
」
の
場
合
は
、ど
う
で
し
ょ
う
か
？　
「
お
れ
」
は
必
死
に
な
っ
て
自
分
の

ｂ

を
探
し
求
め
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
「
お

れ
」
の
知
覚
・
意
識
の
中
で
は
、
左
右
に
立
ち
並
ぶ
建
物
が
「

ｃ

」
と
し
て
前
景
化
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
す
。
こ
の
時
、
そ
れ
ら

の
狭は

ざ

間ま

に
あ
る

ａ

は
、「

ｄ

」
と
し
て
背
景
化
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
家
と
家
と
の
間
の
狭
い
割
れ
目
」
と
い
う
表
現
は
、

そ
ん
な
「
お
れ
」
の
意
識
の
あ
り
よ
う
・
認
識
の
あ
り
よ
う
と
関か

か

わ
っ
て
い
る
の
だ
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

－ 22 －－ 23 －



【
問
３
】　

傍
線
③
「
ま
っ
た
く
お
れ
も
休
み
た
い
。
だ
が
休
め
な
い
ん
だ
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
お
れ
」
の
こ
の
言
葉
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
で
き
ま
す
か
。

次
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
選
び
、（
ア
）
〜
（
オ
）
の
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

（
ア
）　

首
を
く
く
っ
て
死
ね
ば
、
た
し
か
に
今
あ
る
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
て
、「
お
れ
」
は
楽
に
な
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
は
自
分
の

こ
れ
ま
で
の
人
生
を
否
定
す
る
こ
と
と
同
じ
で
は
な
い
か
。

（
イ
）　

「
お
れ
」
が
休
め
る
の
は
、
自
分
の
家
が
見
つ
か
っ
た
時
で
あ
る
。
自
分
の
家
が
見
つ
か
る
ま
で
は
、
た
と
え
首
を
く
く
っ
た
と
し

て
も
、
「
お
れ
」
は
楽
に
な
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
ん
だ
。

（
ウ
）　

自
分
が
休
む
た
め
の
家
は
、
こ
の
世
の
ど
こ
に
も
な
い
の
だ
と
は
っ
き
り
し
た
ら
、「
お
れ
」
も
あ
き
ら
め
よ
う
。
そ
の
時
は
こ
の
首

を
く
く
っ
て
、
あ
の
世
で
ゆ
っ
く
り
休
む
こ
と
に
す
る
さ
。

（
エ
）　

「
お
れ
」
は
自
分
の
家
の
中
で
、
首
を
く
く
り
た
い
。
だ
か
ら
、
街
の
中
に
建
ち
並
ぶ
沢
山
の
家
の
中
か
ら
、「
お
れ
」
は
自
分
が
首

を
く
く
る
た
め
の
家
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
だ
。

（
オ
） 　

ど
こ
か
に
あ
る
は
ず
の
「
お
れ
」
の
家
が
、「
お
れ
」
に
「
休
む
な
」
と
言
う
ん
だ
。
だ
か
ら
、「
お
れ
」
は
自
分
の
家
と
再
会
で
き

る
日
ま
で
、
休
ま
ず
歩
き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
さ
。
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【
問
４
】　

傍
線
④
「
夜
は
毎
日
や
っ
て
く
る
。
夜
が
来
れ
ば
休
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
休
む
た
め
に
家
が
い
る
。
そ
ん
な
ら
お
れ
の
家
が
な
い
わ
け
が

な
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
あ
り
ま
す
が
、
以
下
の
説
明
文
の
空
欄
ａ
〜
ｅ
に
は
、（
ア
）「
正
し
い
」、（
イ
）「
正
し
く
な
い
」
の
い
ず
れ
か
が
入
り

ま
す
。「
正
し
い
」
が
当
て
は
ま
る
場
合
に
は
（
ア
）、「
正
し
く
な
い
」
が
当
て
は
ま
る
場
合
に
は
（
イ
）
の
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
「
お
れ
」
は
、
こ
う
言
い
ま
す 

―
―
「
夜
は
毎
日
や
っ
て
来
る
」
と
。

　

で
は
、「
夜
」
っ
て
何
で
し
ょ
う
か
？　
「
日
没
か
ら
日
の
出
ま
で
の
時
間
」「
太
陽
が
沈
み
、
暗
く
な
っ
て
い
る
時
間
帯
」
と
い
う
の
が

国
語
辞
典
の
説
明
で
す
。
太
陽
は
毎
日
、
東
の
空
か
ら
昇
り
、
夕
方
に
な
る
と
西
の
地
平
線
に
沈
ん
で
、
そ
し
て
夜
が
や
っ
て
来
ま
す
。
だ

か
ら
、
私
た
ち
が
暮
ら
す
日
本
と
い
う
国
に
お
い
て
は
、「
夜
は
毎
日
や
っ
て
来
る
」
と
い
う
言
い
方
は

ａ

と
言
っ
て
い
い
で

し
ょ
う
。

　

で
も
、
南
極
圏
や
北
極
圏
だ
っ
た
ら
？　

―
―
北
極
圏
で
は
、
夏
に
な
る
と
太
陽
が
一
晩
中
沈
ま
な
い
日
が
続
き
ま
す
。
太
陽
が
出
て
い

る
の
で
、
空
が
真
っ
暗
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
白
夜
で
す
。
つ
ま
り
、
北
極
圏
の
白
夜
の
季
節
で
あ
れ
ば
、「
夜
は
毎
日
や
っ
て
来
る
」

と
い
う
言
い
方
は

ｂ

、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、「
お
れ
」
は
、
こ
う
言
い
ま
す 

―
―
「
夜
が
来
れ
ば
休
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
。

　

で
も
、
深
夜
に
働
い
て
く
れ
る
人
が
必
要
な
職
場
っ
て
、
あ
り
ま
せ
ん
か
？　

消
防
署
や
病
院
な
ど
は
、
そ
う
で
す
よ
ね
。
ま
た
、
現
代

の
日
本
に
は
、
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
、
24
時
間
オ
ー
プ
ン
し
て
い
る
お
店
だ
っ
て
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
現
代
の
日
本
社
会
に
お
い
て
は
、
夜
が

来
て
も
休
め
な
い
人
た
ち
が
い
る
、
と
い
う
言
い
方
が

ｃ

と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、「
お
れ
」
は
、
こ
う
言
い
ま
す 

―
―
「
休
む
た
め
に
家
が
い
る
」
と
。

　
「
休
む
」
と
は
、「
心
身
を
楽
に
す
る
」「
く
つ
ろ
ぐ
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
雨
の
日
で
あ
れ
ば
、
や
っ
ぱ
り
屋
根
が
必
要
で
す
よ
ね
。

風
の
強
い
日
だ
っ
た
ら
、
壁
が
ほ
し
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、「
休
む
＝
寝
る
・
眠
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
身
体
を
横
に
し
て
休
め
る

だ
け
の
ス
ペ
ー
ス
が
ほ
し
い
で
す
よ
ね
。
寒
い
日
な
ら
、
蒲ふ

団と
ん

も
ほ
し
く
な
り
ま
す
。
だ
と
す
れ
ば
、「
休
む
た
め
に
は
家
が
い
る
」
と
い
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【
問
４
】　

傍
線
④
「
夜
は
毎
日
や
っ
て
く
る
。
夜
が
来
れ
ば
休
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
休
む
た
め
に
家
が
い
る
。
そ
ん
な
ら
お
れ
の
家
が
な
い
わ
け
が

な
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
あ
り
ま
す
が
、
以
下
の
説
明
文
の
空
欄
ａ
〜
ｅ
に
は
、（
ア
）「
正
し
い
」、（
イ
）「
正
し
く
な
い
」
の
い
ず
れ
か
が
入
り

ま
す
。「
正
し
い
」
が
当
て
は
ま
る
場
合
に
は
（
ア
）、「
正
し
く
な
い
」
が
当
て
は
ま
る
場
合
に
は
（
イ
）
の
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
「
お
れ
」
は
、
こ
う
言
い
ま
す 

―
―
「
夜
は
毎
日
や
っ
て
来
る
」
と
。

　

で
は
、「
夜
」
っ
て
何
で
し
ょ
う
か
？　
「
日
没
か
ら
日
の
出
ま
で
の
時
間
」「
太
陽
が
沈
み
、
暗
く
な
っ
て
い
る
時
間
帯
」
と
い
う
の
が

国
語
辞
典
の
説
明
で
す
。
太
陽
は
毎
日
、
東
の
空
か
ら
昇
り
、
夕
方
に
な
る
と
西
の
地
平
線
に
沈
ん
で
、
そ
し
て
夜
が
や
っ
て
来
ま
す
。
だ

か
ら
、
私
た
ち
が
暮
ら
す
日
本
と
い
う
国
に
お
い
て
は
、「
夜
は
毎
日
や
っ
て
来
る
」
と
い
う
言
い
方
は

ａ

と
言
っ
て
い
い
で

し
ょ
う
。

　

で
も
、
南
極
圏
や
北
極
圏
だ
っ
た
ら
？　

―
―
北
極
圏
で
は
、
夏
に
な
る
と
太
陽
が
一
晩
中
沈
ま
な
い
日
が
続
き
ま
す
。
太
陽
が
出
て
い

る
の
で
、
空
が
真
っ
暗
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
白
夜
で
す
。
つ
ま
り
、
北
極
圏
の
白
夜
の
季
節
で
あ
れ
ば
、「
夜
は
毎
日
や
っ
て
来
る
」

と
い
う
言
い
方
は

ｂ

、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、「
お
れ
」
は
、
こ
う
言
い
ま
す 

―
―
「
夜
が
来
れ
ば
休
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
。

　

で
も
、
深
夜
に
働
い
て
く
れ
る
人
が
必
要
な
職
場
っ
て
、
あ
り
ま
せ
ん
か
？　

消
防
署
や
病
院
な
ど
は
、
そ
う
で
す
よ
ね
。
ま
た
、
現
代

の
日
本
に
は
、
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
、
24
時
間
オ
ー
プ
ン
し
て
い
る
お
店
だ
っ
て
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
現
代
の
日
本
社
会
に
お
い
て
は
、
夜
が

来
て
も
休
め
な
い
人
た
ち
が
い
る
、
と
い
う
言
い
方
が

ｃ

と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、「
お
れ
」
は
、
こ
う
言
い
ま
す 

―
―
「
休
む
た
め
に
家
が
い
る
」
と
。

　
「
休
む
」
と
は
、「
心
身
を
楽
に
す
る
」「
く
つ
ろ
ぐ
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
雨
の
日
で
あ
れ
ば
、
や
っ
ぱ
り
屋
根
が
必
要
で
す
よ
ね
。

風
の
強
い
日
だ
っ
た
ら
、
壁
が
ほ
し
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、「
休
む
＝
寝
る
・
眠
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
身
体
を
横
に
し
て
休
め
る

だ
け
の
ス
ペ
ー
ス
が
ほ
し
い
で
す
よ
ね
。
寒
い
日
な
ら
、
蒲ふ

団と
ん

も
ほ
し
く
な
り
ま
す
。
だ
と
す
れ
ば
、「
休
む
た
め
に
は
家
が
い
る
」
と
い

う
「
お
れ
」
の
考
え
は

ｄ

、
と
言
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
し
て
、「
お
れ
」
は
最
後
に
、
こ
う
言
い
ま
す
―
―
「
そ
ん
な
ら
お
れ
の
家
が
な
い
わ
け
が
な
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
。

　
「
休
む
た
め
に
は
家
が
い
る
」
と
し
て
も
、で
も
全す

べ

て
の
人
に
家
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
実
際
に
、自
分
が
住
む
た
め
の
、

自
分
の
家
屋
を
持
っ
て
い
な
い
人
た
ち
も
い
ま
す
。
例
え
ば
、
公
園
、
河
川
、
道
路
な
ど
を
、
自
分
が
日
常
生
活
を
営
む
場
所
と
し
て
い
る

人
た
ち
な
ど
で
す
。
だ
と
す
れ
ば
、「
休
む
た
め
に
は
家
が
い
る
」
の
だ
か
ら
「
お
れ
の
家
が
な
い
わ
け
が
な
い
」、
と
い
う
「
お
れ
」
の
考

え
は
、
必
ず
し
も 

ｅ

と
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
。
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【
問
５
】　

傍
線
⑤
「
勇
気
を
ふ
る
っ
て
、
さ
あ
、
ド
ア
を
叩た

た

こ
う
」
と
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
「
お
れ
」
は
「
ド
ア
を
叩
こ
う
」
と
決
意
す
る
に
至
っ
た
の

で
す
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、（
ア
）
〜
（
オ
）
の
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

（
ア
）　

目
の
前
に
あ
る
家
が
、「
お
れ
」
の
家
だ
と
い
う
確
た
る
証
拠
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
目
の
前
に
あ
る
家
が
、
や
は
り
「
お
れ
」
の
家

で
あ
る
と
い
う
可
能
性
は
、
十
分
に
あ
る
は
ず
だ
と
考
え
た
か
ら
。

（
イ
）　

目
の
前
に
あ
る
家
が
、「
お
れ
」
の
家
で
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
「
お
れ
」
の
家
だ
と
念
じ
る
こ
と
で
、
目
の

前
の
家
が
「
お
れ
」
の
家
に
変
貌
す
る
可
能
性
も
あ
る
は
ず
だ
か
ら
。

（
ウ
）　

ど
の
家
も
、
同
じ
よ
う
な
外
観
を
し
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、「
お
れ
」
の
家
も
、
目
の
前
に
あ
る
家
と
よ
く
似
て
い
る
は
ず
で
、
よ

く
似
て
い
る
な
ら
、
そ
れ
は
「
お
れ
」
の
家
で
あ
る
に
違
い
な
い
か
ら
。

（
エ
）　

ど
の
家
も
誰
か
の
家
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
「
お
れ
」
の
家
で
あ
る
可
能
性
は
な
い
。
だ
と
し
て
も
、
こ
の
世
に
「
お
れ
」
の
家
が
な

い
、
な
ど
と
い
う
理
不
尽
な
現
実
を
納
得
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
か
ら
。

（
オ
）　

目
の
前
に
あ
る
家
に
は
、
こ
れ
と
い
っ
た
特
徴
も
な
い
。
だ
が
、
個
性
が
な
い
か
ら
こ
そ
、
誰
か
の
家
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い

る
家
に
比
べ
て
、「
お
れ
」
の
家
で
あ
る
可
能
性
は
高
く
な
る
と
考
え
た
か
ら
。
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【
問
６
】　

空
欄
Ａ
〜
Ｄ
に
当
て
は
ま
る
会
話
文
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
（
ア
）
〜
（
エ
）
の
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

（
ア
）　

証
拠
が
な
い
な
ら
、
私
の
家
だ
と
考
え
て
も
い
い
わ
け
で
す
ね
。

（
イ
）　

一ち
ょ
っ
と寸

う
か
が
い
た
い
の
で
す
が
、
こ
こ
は
私
の
家
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
？

（
ウ
）　

と
も
か
く
、
こ
ち
ら
が
私
の
家
で
な
い
と
お
考
え
な
ら
、
そ
れ
を
証
明
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。

（
エ
）　

そ
れ
が
な
ん
だ
っ
て
い
う
ん
で
す
？　

あ
な
た
の
家
だ
か
ら
っ
て
、
私
の
家
で
な
い
と
は
限
ら
な
い
。
そ
う
で
し
ょ
う
。

【
問
７
】　

空
欄
Ｅ
〜
Ｇ
に
当
て
は
ま
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
（
ア
）
〜
（
エ
）
の
記
号
で
答
え
な
さ
い
。
た
だ
し
、
同
じ
記
号
を
２
度

以
上
用
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

（
ア
）　

お
れ
の
も
の

（
イ
）　

誰
か
の
も
の

（
ウ
）　

ど
こ
に
も
な
い
も
の

（
エ
）　

誰
の
も
の
で
も
な
い
も
の
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【
問
８
】　

傍
線
⑥
「
む
ろ
ん
結
構
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
お
れ
」
は
ど
う
い
う
意
味
で
「
結
構
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
。
次
の
中
か
ら

最
も
適
当
な
も
の
を
選
び
、（
ア
）
〜
（
オ
）
の
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

（
ア
）　

公
園
の
ベ
ン
チ
は
家
と
は
言
い
が
た
い
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
遠
慮
し
て
お
き
た
い
、
と
い
う
こ
と
。

（
イ
）　

棍
棒
を
持
っ
た
男
に
追
い
立
て
ら
れ
る
か
ら
、
公
園
の
ベ
ン
チ
は
願
い
下
げ
だ
、
と
い
う
こ
と
。

（
ウ
）　

公
園
に
置
い
て
あ
る
ベ
ン
チ
が
自
分
の
家
だ
な
ん
て
、
冗
談
に
も
ほ
ど
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。

（
エ
）　

そ
れ
が
自
分
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
公
園
の
ベ
ン
チ
で
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
、
と
い
う
こ
と
。

（
オ
）　

公
園
の
ベ
ン
チ
で
休
む
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
ば
、
こ
れ
以
上
の
幸
せ
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
。

【
問
９
】　

傍
線
⑦
「
棍
棒
を
も
っ
た
彼
が
来
て
追
い
立
て
さ
え
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
棍
棒
を
持
っ
た
彼
」
と
は
何
者
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す

か
。
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
選
び
、（
ア
）
〜
（
オ
）
の
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

（
ア
）　

地
獄
に
墜お

ち
た
亡
者
を
責
め
さ
い
な
む
鬼
の
よ
う
な
、
見
る
か
ら
に
恐
ろ
し
い
姿
を
し
た
大
男
。

（
イ
）　

風
紀
を
乱
す
者
を
取
り
締
ま
っ
た
り
、
そ
う
し
た
者
を
排
除
し
た
り
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
た
者
。

（
ウ
）　

恫ど
う

喝か
つ

や
暴
力
な
ど
を
用
い
て
相
手
を
自
分
の
意
の
ま
ま
に
し
よ
う
と
す
る
、
反
社
会
的
な
人
間
。

（
エ
）　

自
分
が
所
有
す
る
土
地
を
み
ん
な
が
集
え
る
公
園
と
し
て
無
償
で
提
供
し
て
い
る
、
街
の
資
産
家
。

（
オ
）　

子
ど
も
や
お
年
寄
り
の
安
全
を
守
る
た
め
に
、
一
日
中
、
公
園
内
を
見
回
っ
て
い
る
自
警
団
員
。
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【
問
10
】　

傍
線
⑧
「
せ
か
す
」、
傍
線
⑨
「
た
ぐ
る
」、
傍
線
⑩
「
ほ
こ
ろ
び
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
ま
す

か
。
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
（
ア
）
〜
（
カ
）
の
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

（
ア
）　

手
元
へ
引
き
寄
せ
る
。

（
イ
）　

人
を
い
ら
だ
た
せ
る
。

（
ウ
）　

催
促
し
て
、
急
が
せ
る
。

（
エ
）　

じ
ょ
じ
ょ
に
小
さ
く
な
る
。

（
オ
）　

縫
い
目
な
ど
が
ほ
ど
け
る
。

（
カ
）　

緊
張
が
と
れ
て
、
や
わ
ら
ぐ
。

【
問
11
】　

空
欄
Ｈ
に
当
て
は
ま
る
表
現
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、（
ア
）
〜
（
オ
）
の
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

（
ア
）　

お
れ
は
や
が
て
羽
化
し
て
、
家
を
捨
て
る
こ
と
に
な
る
の
だ

（
イ
）　

家
に
入
り
た
く
と
も
、
こ
の
家
に
は
出
入
口
が
な
か
っ
た

（
ウ
）　

家
が
出
来
て
も
、
今
度
は
帰
っ
て
ゆ
く
お
れ
が
い
な
い

（
エ
）　

お
れ
の
も
の
も
み
ん
な
の
も
の
も
、
誰
の
も
の
で
も
な
い

（
オ
）　

足
を
失
っ
て
歩
け
な
い
お
れ
は
、
地
下
室
行
き
に
違
い
な
い
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【
問
12
】　

傍
線
⑪
「
こ
の
目
立
つ
特
徴
が
、
彼
の
目
に
と
ま
ら
ぬ
は
ず
が
な
か
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
以
下
の
説
明
文
を
読

ん
で
、
空
欄
ａ
〜
ｄ
に
当
て
は
ま
る
も
の
を
後
の
選
択
肢
よ
り
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
（
ア
）
〜
（
ケ
）
の
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

「
こ
の
目
立
つ
特
徴
」
と
は
、
繭
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
「
お
れ
」
が

ａ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
で
し
ょ
う
。
で
も
、
繭
に

な
る
以
前
か
ら
、「
お
れ
」
に
は
、
そ
の
よ
う
な
特
徴
が
備
わ
っ
て
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
特
徴
は
、「
お
れ
」
を

ｂ

も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
み
ん
な
」
は
、
公
園
の
ベ
ン
チ
で
休
ん
で
も
、「
棍
棒
を
持
っ
た
彼
」
に
咎と

が

め
ら
れ
た
り
、
追
い
立
て
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
で
も
、「
お
れ
」
が
ベ
ン
チ
で
休
も
う
と
す
る
と
、「
棍
棒
を
持
っ
た
彼
」
が
飛
ん
で
き
て
、「
お
れ
」
を
追
い
立
て
る
の
で
す
。
な
ぜ
、「
棍

棒
を
持
っ
た
彼
」
は
「
お
れ
」
に
目
を
つ
け
る
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
、「
お
れ
」
が

ａ

か
ら
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
繭
に
な
る
前
の
「
お
れ
」
に
も
、そ
の
目
立
つ
特
徴
が
あ
っ

た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
い
つ
も
い
つ
も
、
自
分
の
家
を
探
し
て
い
る
男
。
で
も
、
家
を
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
ず
に
、
い
つ
も
い
つ
も
、

さ
ま
よ
い
続
け
て
い
る
男
―
―
。
彼
は
、
い
つ
も
、

ｃ

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
夕
方
と
か
夕
暮
れ
時
と
か

日
暮
れ
時
と
呼
ば
れ
る
時
間
で
あ
り
、
晴
れ
た
日
な
ら
空
が
赤
い
色
に
染
ま
る
時
間
帯
で
す
。

「
棍
棒
を
持
っ
た
彼
」
は
、「
お
れ
」
に
こ
う
言
い
ま
す 
―
―
「
こ
こ
は
み
ん
な
の
も
の
で
、
誰
の
も
の
で
も
な
い
。
ま
し
て
や
お
ま
え
の

も
の
で
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
」と
。「
ま
し
て
や
」と
い
う
表
現
に
注
目
し
て
く
だ
さ
い
。「
他
の
人
＝
一
般
の
人
た
ち
で
さ
え
、ダ
メ
な
の
だ
。

だ
か
ら
、
お
前
な
ん
か
が
、
こ
の
ベ
ン
チ
で
横
に
な
ろ
う
な
ん
て
、
許
さ
れ
る
は
ず
が
な
い
！
」
と
い
う
こ
と
で
す
。「
棍
棒
を
持
っ
た
彼
」

は
言
い
ま
す 

―
―
「
さ
あ
、
と
っ
と
と
歩
く
ん
だ
。
そ
れ
が
嫌
な
ら
法
律
の
門
か
ら
地
下
室
に
来
て
も
ら
お
う
。
そ
れ
以
外
の
と
こ
ろ
で
足

を
と
め
れ
ば
、
そ
れ
が
ど
こ
で
あ
ろ
う
と
そ
れ
だ
け
で
お
ま
え
は
罪
を
犯
し
た
こ
と
に
な
る
の
だ
」
と
。

「
お
れ
」
は
、「
み
ん
な
の
も
の
」
で
あ
る
は
ず
の
ベ
ン
チ
で
休
む
こ
と
さ
え
許
さ
れ
ま
せ
ん
。「
お
れ
」
と
は
、「
み
ん
な
」
と
同
じ
よ
う
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な 

ｄ

人
間
な
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
二
〇
二
一
年
に
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
が
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
に
関
連
し
て
、
都
心
部
で
は
住
所
不
定

で
行
き
場
の
な
い
人
た
ち
が
公
園
な
ど
か
ら
排
除
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。
ま
た
、
最
近
で
は
駅
や
公
園
の
ベ
ン
チ
に
仕
切
り
や
突
起
を
付
け

る
の
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
が
、
そ
の
仕
切
り
や
突
起
に
は
、
定
ま
っ
た
住
居
を
持
た
な
い
人
た
ち
が
寝
そ
べ
ら
な
い

よ
う
に
し
た
い
、
と
い
う
意
図
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

「
ベ
ン
チ
は
み
ん
な
の
も
の
だ
が
、お
ま
え
が
ベ
ン
チ
に
身
体
を
横
た
え
、休
む
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
だ
。
公
園
は
み
ん
な
の
も
の
だ
が
、

お
ま
え
が
公
園
で
夜
を
明
か
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
だ
」
と
、
追
い
立
て
ら
れ
る
人
た
ち 

―
―
。
な
ぜ
、
そ
の
人
た
ち
は
追
い
立
て
ら
れ

る
の
で
し
ょ
う
か
。
街
の
美
観
を
損
な
う
か
ら
…
…
。
目
障
り
な
存
在
・
不
快
な
存
在
で
あ
る
か
ら
…
…
。

安
部
公
房
と
い
う
作
家
が
書
い
た
「
赤
い
繭
」
と
い
う
短
編
小
説
は
、
一
九
五
〇
年
に
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
今
か
ら
、
七
五
年
も
前
の
こ

と
で
す
。
で
も
、
現
代
の
日
本
社
会
と
重
な
り
合
う
よ
う
な
内
容
を
持
っ
た
作
品
だ
と
思
い
ま
せ
ん
か
？

（
ア
）　

か
ら
っ
ぽ
の
繭
で
あ
る　
　
　
　
（
イ
）　

糸
を
た
ぐ
り
寄
せ
続
け
る　
　
　
　
（
ウ
）　

権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い

（
エ
）　

赤
い
光
を
帯
び
て
い
る　
　
　
　
（
オ
）　

ベ
ン
チ
に
身
を
横
た
え
る　
　
　
　
（
カ
）　

他
の
人
間
た
ち
と
区
別
す
る

（
キ
）　

夜
の
闇や

み

に
閉
じ
込
め
る　
　
　
　
（
ク
）　

夜
の
手
前
の
時
間
に
い
る　
　
　
　
（
ケ
）　

自
分
の
家
を
持
っ
て
い
な
い

【
問
12
】　

傍
線
⑪
「
こ
の
目
立
つ
特
徴
が
、
彼
の
目
に
と
ま
ら
ぬ
は
ず
が
な
か
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
以
下
の
説
明
文
を
読

ん
で
、
空
欄
ａ
〜
ｄ
に
当
て
は
ま
る
も
の
を
後
の
選
択
肢
よ
り
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
（
ア
）
〜
（
ケ
）
の
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

「
こ
の
目
立
つ
特
徴
」
と
は
、
繭
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
「
お
れ
」
が

ａ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
で
し
ょ
う
。
で
も
、
繭
に

な
る
以
前
か
ら
、「
お
れ
」
に
は
、
そ
の
よ
う
な
特
徴
が
備
わ
っ
て
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
特
徴
は
、「
お
れ
」
を

ｂ

も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
み
ん
な
」
は
、
公
園
の
ベ
ン
チ
で
休
ん
で
も
、「
棍
棒
を
持
っ
た
彼
」
に
咎と

が

め
ら
れ
た
り
、
追
い
立
て
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
で
も
、「
お
れ
」
が
ベ
ン
チ
で
休
も
う
と
す
る
と
、「
棍
棒
を
持
っ
た
彼
」
が
飛
ん
で
き
て
、「
お
れ
」
を
追
い
立
て
る
の
で
す
。
な
ぜ
、「
棍

棒
を
持
っ
た
彼
」
は
「
お
れ
」
に
目
を
つ
け
る
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
、「
お
れ
」
が

ａ

か
ら
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
繭
に
な
る
前
の
「
お
れ
」
に
も
、そ
の
目
立
つ
特
徴
が
あ
っ

た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
い
つ
も
い
つ
も
、
自
分
の
家
を
探
し
て
い
る
男
。
で
も
、
家
を
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
ず
に
、
い
つ
も
い
つ
も
、

さ
ま
よ
い
続
け
て
い
る
男
―
―
。
彼
は
、
い
つ
も
、

ｃ

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
夕
方
と
か
夕
暮
れ
時
と
か

日
暮
れ
時
と
呼
ば
れ
る
時
間
で
あ
り
、
晴
れ
た
日
な
ら
空
が
赤
い
色
に
染
ま
る
時
間
帯
で
す
。

「
棍
棒
を
持
っ
た
彼
」
は
、「
お
れ
」
に
こ
う
言
い
ま
す 

―
―
「
こ
こ
は
み
ん
な
の
も
の
で
、
誰
の
も
の
で
も
な
い
。
ま
し
て
や
お
ま
え
の

も
の
で
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
」と
。「
ま
し
て
や
」と
い
う
表
現
に
注
目
し
て
く
だ
さ
い
。「
他
の
人
＝
一
般
の
人
た
ち
で
さ
え
、ダ
メ
な
の
だ
。

だ
か
ら
、
お
前
な
ん
か
が
、
こ
の
ベ
ン
チ
で
横
に
な
ろ
う
な
ん
て
、
許
さ
れ
る
は
ず
が
な
い
！
」
と
い
う
こ
と
で
す
。「
棍
棒
を
持
っ
た
彼
」

は
言
い
ま
す 

―
―
「
さ
あ
、
と
っ
と
と
歩
く
ん
だ
。
そ
れ
が
嫌
な
ら
法
律
の
門
か
ら
地
下
室
に
来
て
も
ら
お
う
。
そ
れ
以
外
の
と
こ
ろ
で
足

を
と
め
れ
ば
、
そ
れ
が
ど
こ
で
あ
ろ
う
と
そ
れ
だ
け
で
お
ま
え
は
罪
を
犯
し
た
こ
と
に
な
る
の
だ
」
と
。

「
お
れ
」
は
、「
み
ん
な
の
も
の
」
で
あ
る
は
ず
の
ベ
ン
チ
で
休
む
こ
と
さ
え
許
さ
れ
ま
せ
ん
。「
お
れ
」
と
は
、「
み
ん
な
」
と
同
じ
よ
う

－ 30 －－ 31 －



【
出
典
】　

Ⅰ　

柳
宗
悦
『
民
藝
と
は
何
か
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
六
年
）
二
〇
～
三
五
頁　

※
た
だ
し
、
問
題
作
成
の
都
合
上
、
一
部
省
略
し
た
と
こ
ろ

が
あ
る
。

Ⅱ　

安
部
公
房
「
赤
い
繭
」、『
安
部
公
房
全
集
２
』（
新
潮
社
、
一
九
九
七
年
）
四
九
二
～
四
九
四
頁
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