
　

二
〇
二
五
年
度　

第
二
回　

入
学
試
験
問
題

国　
　

語　
（
50
分
）

〈
注　

意
〉

（
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
36
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



　

本
が
出
た
ら
一
番
最
初
に
だ
れ
に
伝
え
た
い
で
す
か
︑
と
言
わ
れ
た
と
き
︑
思
い
出
し
た
の
は
︑
恋こ

い

人び
と

の
ゆ
う
子
で
も
な
く
両
親
で
も
な
く
︑
ミ
ツ
ザ
ワ

書
店
の
︑
背
中
の
ま
る
い
あ
の
お
ば
あ
さ
ん
だ
っ
た
︒
①
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
の
お
ば
あ
さ
ん
で
す
と
︑
し
か
し
ぼ
く
は
言
わ
ず
︑
と
り
あ
え
ず
親
に
︑
と
無
難

な
答
え
を
口
に
し
た
︒

　

あ
る
文
芸
雑
誌
の
新
人
賞
に
応お

う

募ぼ

し
た
の
が
去
年
の
春
︑
応
募
し
た
こ
と
す
ら
忘
れ
か
け
て
い
た
今
年
の
夏
︑
サ
イ
シ
ュ
ウ
セ
ン
コ
ウ
に
残
り
ま
し
た
と

見
知
ら
ぬ
人
か
ら
電
話
を
受
け
︑
サ
イ
シ
ュ
ウ
セ
ン
コ
ウ
が
最
終
選
考
と
漢
字
変へ

ん

換か
ん

さ
れ
意
味
が
よ
う
や
く
飲
み
こ
め
た
そ
の
二に

ヶか

月げ
つ

後
︑
受
賞
が
決
ま
り

ま
し
た
と
ま
た
見
知
ら
ぬ
人
か
ら
電
話
を
も
ら
っ
た
︒

　

雑
誌
の
編
集
部
に
呼
び
出
さ
れ
て
今
後
の
こ
と
な
ど
い
ろ
い
ろ
打
ち
合
わ
せ
を
し
た
の
だ
が
︑
な
ん
だ
か
ぜ
ん
ぜ
ん
実
感
が
持
て
ず
︑
授
賞
式
の
今
日
︑

会
場
に
足
を
踏ふ

み
入い

れ
て
︑
な
ん
だ
か
と
ん
で
も
な
い
こ
と
を
し
で
か
し
て
し
ま
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
た
︒

　

会
場
は
ホ
テ
ル
の
広
間
で
︑
人
で
ご
っ
た
返
し
て
い
て
︑
ス
テ
ー
ジ
が
あ
っ
て
︑
金き

ん

屏び
ょ
う

風ぶ

が
あ
っ
て
︑
右
側
に
ぼ
く
の
席
が
︑
左
側
に
選
考
委
員
た
ち
の

席
が
あ
り
︑式
が
は
じ
ま
る
と
い
っ
せ
い
に
フ
ラ
ッ
シ
ュ
が
た
か
れ
︑う
れ
し
い
と
か
や
っ
た
と
か
ま
っ
た
く
思
え
ず
︑と
ん
で
も
な
い
こ
と
を
し
て
し
ま
っ

た
感
は
い
よ
い
よ
強
ま
り
︑
金
屏
風
の
前
の
席
で
身
を
縮
こ
ま
せ
る
よ
う
に
し
て
座す

わ

り
︑
②
犯
罪
者
の
よ
う
に
う
つ
む
い
て
ス
ピ
ー
チ
を
し
た
︒
式
が
終
わ

る
と
︑
ぼ
く
の
前
に
数
人
の
新
聞
記
者
が
き
て
︑
文
学
に
つ
い
て
だ
と
か
︑
受
賞
に
つ
い
て
だ
と
か
︑
経
歴
に
つ
い
て
だ
と
か
︑
難
し
い
言
葉
で
質
問
さ
れ

た
︒
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
の
お
ば
あ
さ
ん
を
思
い
出
さ
せ
た
質
問
を
し
た
の
は
そ
の
な
か
の
ひ
と
り
だ
︒

　

授
賞
式
の
あ
と
は
︑
結け

っ

婚こ
ん

式し
き

で
言
う
と
こ
ろ
の
歓か

ん

談だ
ん

タ
イ
ム
に
な
っ
て
︑
場
内
真
ん
中
に
設
置
さ
れ
た
ご
ち
そ
う
を
み
ん
な
食
べ
は
じ
め
て
い
る
の
だ
け

れ
ど
︑
ぼ
く
は
見
知
ら
ぬ
人
た
ち
に
取
り
囲
ま
れ
て
︑
名め

い

刺し

を
も
ら
っ
た
り
挨あ

い

拶さ
つ

し
た
り
で
ご
ち
そ
う
に
近
づ
け
る
感
じ
が
ま
っ
た
く
な
い
︒

　

会
場
に
蛍ほ

た
るの

光
が
流
れ
は
じ
め
︑
さ
っ
き
ま
で
ご
ち
そ
う
を
食
べ
会
話
し
て
い
た
人
た
ち
が
︑
徐じ

ょ

々じ
ょ

に
去
っ
て
い
く
︒
編
集
者
に
連
れ
ら
れ
て
ぼ
く
は
二

 

次
の
文
章
を
読
ん
で
︑
以
下
の
設
問
に
答
え
な
さ
い
︒
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次
会
場
に
向
か
う
︒
二
次
会
場
は
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
飲
み
屋
で
︑
ま
た
も
や
見
知
ら
ぬ
人
た
ち
に
囲
ま
れ
て
︑
ち
い
さ
く
な
っ
て
ぼ
く
は
酒
を
飲
む
︒

　

い
つ
か
ら
小
説
を
書
こ
う
と
思
っ
て
い
た
の
？　

は
じ
め
て
小
説
を
書
い
た
の
は
い
つ
？　

ど
ん
な
小
説
を
読
ん
で
き
た
の
か
？　

な
ど
と
︑
見
知
ら
ぬ

人
た
ち
か
ら
次
々
と
訊き

か
れ
︑
ぼ
く
は
赤
く
な
っ
て
う
つ
む
き
︑
も
ご
も
ご
と
曖あ

い

昧ま
い

に
答
え
て
ば
か
り
い
た
︒
そ
う
し
な
が
ら
︑
や
っ
ぱ
り
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店

を
思
い
出
す
の
だ
っ
た
︒

　

ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
は
ぼ
く
の
生
ま
れ
育
っ
た
家
の
近
所
に
あ
る
本
屋
だ
︒
シ
ャ
ッ
タ
ー
街
化
し
た
商
店
街
に
あ
る
ご
く
ふ
つ
う
の
本
屋
で
あ
る
が
︑

店
内
は
倉
庫
の
如ご

と

く
雑
然
と
し
て
い
た
︒
レ
ジ
の
前
に
積
み
上
げ
ら
れ
た
岸が

ん

壁ぺ
き

の
よ
う
な
本
の
向
こ
う
に
お
ば
あ
さ
ん
が
お
り
︑
常
に
売
り
物
の
本

を
読よ

み
耽ふ

け

っ
て
い
た
︒
何
か
買
い
物
を
し
た
い
時
に
は
︑
客
は
お
ば
あ
さ
ん
の
読
書
を
中
断
さ
せ
る
ば
つ
の
悪
さ
を
感
じ
な
が
ら
声
を
掛か

け
ね
ば
な

ら
な
い
︒
お
ば
あ
さ
ん
の
頭
の
中
に
は
店
内
の
膨ぼ

う

大だ
い

な
本
の
配
置
が
全
て
入
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
︒

　

授
賞
式
が
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
︑
ぼ
く
の
毎
日
は
元
の
地
味
な
生
活
に
戻も

ど

っ
た
︒

　

新
人
賞
を
も
ら
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
即そ

く

作
家
に
な
れ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
昼
間
は
今
ま
で
ど
お
り
会
社
に
い
き
︑
夜
︑
二
作
目
と
な
る
べ
き
小
説
を
し
こ

し
こ
と
書
い
た
︒
週
末
は
ゆ
う
子
が
き
て
︑
テ
レ
ビ
を
見
な
が
ら
ゆ
う
子
の
作
っ
た
料
理
を
食
べ
︑
い
っ
し
ょ
に
眠ね

む

っ
た
︒

　

新
人
賞
の
賞
金
は
五
十
万
円
だ
っ
た
︒
二
十
七
歳さ

い

の
ぼ
く
に
と
っ
て
そ
れ
は
も
の
す
ご
い
大
金
に
思
え
た
の
だ
が
︑
何
を
買
っ
た
記き

憶お
く

も
な
い
の
に
一
ヶ

月
も
す
る
と

Ａ

残
っ
て
い
な
か
っ
た
︒

　

仕
事
か
ら
帰
っ
て
き
て
適
当
な
夕
食
を
す
ま
せ
︑
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
向
か
っ
て
物
語
の
切き

れ
っ
端ぱ

し

と
格か

く

闘と
う

し
て
い
る
と
︑
自
分
が
小
説
な
ん
て
も
の
を
書

き
︑
新
人
賞
を
も
ら
っ
た
な
ん
て
︑
ぜ
ん
ぶ
嘘う

そ

だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
え
て
く
る
こ
と
が
あ
る
︒
あ
の
異
様
に
華は

な

や
か
だ
っ
た
授
賞
式
は
︑
シ
ュ
ー
ル

な
夢
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
す
ら
思
え
る
︒
だ
い
た
い
︑
ぼ
く
に
小
説
な
ん
て
似
合
わ
な
い
︒
ち
い
さ
な
印
刷
会
社
で
働
く
会
社
員
と
い
う
ほ
う
が

Ｂ

似
合
っ
て
い
る
︒
二
作
目
な
ん
て
書
け
る
は
ず
が
な
い
し
︑

Ｃ

書
け
た
と
し
て
も
︑
さ
ら
に
そ
の
後
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
小
説
を
書
き
続
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け
る
な
ん
て
で
き
る
わ
け
が
な
い
︒

　

も
う
や
め
ち
ゃ
お
う
か
︑
と
思
う
︒
五
十
万
円
を
必
死
に
貯た

め
て
︑
出
版
社
の
人
に
返
し
て
︑
新
人
賞
な
ん
か
な
か
っ
た
こ
と
に
し
て
︑
書
き
か
け
の
二

作
目
な
ん
か
全
文
削さ

く

除じ
ょ

し
て
し
ま
お
う
か
︒

　

そ
ん
な
気
分
に
な
る
と
︑
ぼ
く
は
自
分
の
小
説
の
載の

っ
た
文
芸
誌
を
取
り
だ
し
︑

Ｄ

眺な
が

め
て
み
る
︒
自
分
の
名
前
や
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
確か

く

認に
ん

し
て

み
る
︒
そ
う
す
る
と
自
動
的
に
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
︒
薄う

す

暗ぐ
ら

い
︑
本
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
み
た
い
な
ち
い
さ
な
店
と
︑
本
の
隙す

き

間ま

か
ら
見
え
る
お

ば
あ
さ
ん
の
姿
︒
売
り
も
の
な
の
に
︑
な
め
た
人
差
し
指
で
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
︒
呼
び
か
け
て
も
声
が
ち
い
さ
い
と
気
づ
い
て
も
ら
え
な
い
︒

　

ぼ
ん
や
り
浮う

か
び
上あ

が
る
記
憶
の
な
か
の
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
内
を
︑
子
ど
も
の
こ
ろ
の
よ
う
に
眺
め
ま
わ
し
て
い
る
と
︑
な
ぜ
か
不
思
議
に
気
持
ち
が
落
ち

着
く
︒
不ふ

釣つ

り
合あ

い
な
が
ら
自
分
は
確
か
に
小
説
を
書
き
上
げ
︑
賞
を
も
ら
っ
た
の
だ
と
︑
だ
れ
か
に
認
め
て
も
ら
っ
た
の
だ
と
思
え
て
く
る
︒
多
作
で
な

く
て
も
い
い
︑
有
名
に
な
れ
な
く
て
も
い
い
︑
こ
れ
か
ら
ず
っ
と
小
説
を
書
い
て
い
こ
う
と
思
う
こ
と
が
で
き
る
︒

　

十
二
月
も
半
ば
を
過
ぎ
た
こ
ろ
︑
受
賞
作
が
単
行
本
に
な
っ
た
︒
会
社
の
近
く
の
喫き

っ

茶さ

店て
ん

で
︑
編
集
者
が
そ
れ
を
テ
ー
ブ
ル
に
載
せ
た
と
き
︑
ぼ
く
は
思

わ
ず
大
声
で
叫さ

け

び
だ
し
そ
う
に
な
っ
た
︒
や
っ
た
︑
と
い
う
気
分
と
は
あ
い
か
わ
ら
ず
か
け
離は

な

れ
た
︑
と
ん
で
も
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
︑
に
果
て

し
な
く
近
い
気
分
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
︑
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
︑
く
す
ぐ
っ
た
い
よ
う
な
︑
笑
い
出
し
た
い
よ
う
な
︑
と
に
か
く
叫
ば
な
け
れ
ば
お
さ
ま
り

の
つ
か
な
い
よ
う
な
心
持
ち
だ
っ
た
︒
③
し
か
し
叫
ぶ
わ
け
に
も
い
か
ず
︑
奥お

く

歯ば

を
ぎ
ゅ
っ
と
噛か

み
し
め
て
こ
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒

　

編
集
者
は
二
作
目
の
進
み
具
合
を
尋た

ず

ね
た
︒
ば
っ
ち
り
で
す
︑
と
ぼ
く
は
答
え
た
︒
答
え
な
が
ら
心
の
隅す

み

で
︑
こ
の
正
月
は
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
に
寄
っ
て
み

よ
う
か
と
考
え
て
い
た
︒

　　

二
十
七
年
間
の
人
生
で
︑
一
度
だ
け
万
引
き
と
い
う
も
の
を
し
た
こ
と
が
あ
る
︒
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
で
だ
︒

　

あ
ま
り
寄
ら
な
く
な
っ
て
い
た
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
に
︑
母
に
頼た

の

ま
れ
て
出
か
け
て
い
っ
た
︒
ぼ
く
は
高
校
生
に
な
っ
て
い
た
︒
お
ば
あ
さ
ん
は
あ
い
か
わ
ら

ず
︑
レ
ジ
台
に
積
み
上
げ
た
本
の
向
こ
う
で
︑
何
か
熱
心
に
読
ん
で
い
た
︒
一
週
間
ほ
ど
前
に
母
が
注
文
し
た
書
名
を
告
げ
る
と
︑
お
ば
あ
さ
ん
は
ま
た
︑
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あ
ち
こ
ち
の
本
を
ひ
っ
く
り
返
し
な
が
ら
捜さ

が

し
出だ

し
た
︒
お
ば
あ
さ
ん
は
︑
す
で
に
本
屋
に
あ
る
も
の
な
ら
ば
正
確
に
位
置
を
把は

握あ
く

し
て
い
る
の
に
︑
定
期

購こ
う

読ど
く

の
雑
誌
や
︑
注
文
し
た
本
は
︑
ど
こ
に
置
い
た
の
か
な
か
な
か
覚
え
ら
れ
な
い
の
だ
っ
た
︒

　

夏
の
終
わ
り
だ
っ
た
︒
夏
休
み
は
と
う
に
終
わ
っ
た
の
に
ま
だ
蒸む

し
暑あ

つ

く
︑
店
内
に
は
︑
冷れ

い

房ぼ
う

が
ま
わ
る
か
ら
か
ら
い
う
音
が
響ひ

び

い
て
い
た
︒

　

台
に
積
ま
れ
た
本
の
︑
一
番
上
に
目
が
い
っ
た
︒
箱
入
り
の
分
厚
い
本
だ
っ
た
︒
お
ば
あ
さ
ん
が
母
の
本
を
捜さ

が

し
て
い
る
あ
い
だ
︑
何
気
な
く
そ
れ
を
手

に
と
っ
て
眺
め
た
︒
箱
か
ら
引
っ
ぱ
り
出
し
︑
目
次
を
め
く
っ
た
︒
長
い
小
説
の
よ
う
だ
っ
た
︒

　

そ
の
と
き
︑
な
ぜ
か
ぼ
く
は
︑
強

き
ょ
う

烈れ
つ

に
そ
の
本
に
惹ひ

か
れ
た
︒
な
ぜ
な
の
か
は
未い

ま

だ
に
わ
か
ら
な
い
︒
タ
イ
ト
ル
が
魅み

力り
ょ
く

的て
き

だ
っ
た
せ
い
か
も
し
れ
な

い
し
︑
目
次
の
言
葉
が
印
象
的
だ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
︒
読
み
た
い
と
思
っ
た
︒
と
い
う
よ
り
も
︑
こ
の
本
を
所
有
し
た
い
と
思
っ
た
︒
服
や
Ｃ
Ｄ
な

ら
ま
だ
し
も
︑
本
に
対
し
て
そ
ん
な
ふ
う
に
思
う
の
は
は
じ
め
て
だ
っ
た
の
で
︑
そ
う
思
っ
て
い
る
自
分
に
び
っ
く
り
し
た
︒

　

本
を
ひ
っ
く
り
返
し
値
段
を
見
て
息
を
の
ん
だ
︒
一
万
円
近
か
っ
た
か
ら
だ
︒
そ
の
こ
ろ
の
ぼ
く
に
買
え
る
金
額
で
は
な
か
っ
た
︒

　

お
待
た
せ
︑
あ
り
ま
し
た
よ
と
お
ば
あ
さ
ん
に
声
を
か
け
ら
れ
︑
ぼ
く
は
あ
わ
て
て
本
を
箱
に
収
め
︑
ⓐ
ハ
ン
シ
ャ
的
に
本
を
下
の
ほ
う
に
隠か

く

し
た
︒
だ

れ
か
に
買
わ
れ
た
く
な
か
っ
た
か
ら
だ
︒

　

母
に
頼
ま
れ
た
本
を
買
い
︑
家
に
帰
っ
て
も
︑
そ
の
本
の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
な
か
っ
た
︒
あ
の
本
が
自
分
の
本ほ

ん

棚だ
な

に
お
さ
ま
る
と
こ
ろ
を
幾い

く

度ど

も
想
像
し

た
り
し
た
︒
一
万
円
を
貯た

め
よ
う
と
思
っ
て
い
た
︒

　

次
の
週
︑
学
校
帰
り
に
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
に
寄
っ
た
︒
お
ば
あ
さ
ん
は
あ
い
か
わ
ら
ず
何
か
の
本
を
熱
心
に
読
ん
で
い
る
︒
ぼ
く
は
店
内
を
ⓑ
ブ
ッ
シ
ョ
ク

す
る
ふ
り
を
し
て
あ
の
本
を
捜
し
た
︒

　

下
の
ほ
う
に
隠
し
た
は
ず
の
そ
の
本
は
︑
ま
た
も
や
積
み
上
げ
ら
れ
た
本
の
一
番
上
に
出
て
い
た
︒
だ
れ
か
が
買
お
う
と
し
て
い
る
ん
だ
と
ぼ
く
は
思
っ

た
︒
そ
の
本
を
手
に
取
り
︑
さ
ら
に
下
に
さ
し
こ
ん
で
︑
逃に

げ
る
よ
う
に
店
を
出
た
︒

　

し
か
し
一
万
円
は
な
か
な
か
貯
ま
ら
な
か
っ
た
︒
母
に
頼
め
ば
︑
ほ
し
い
の
は
本
な
の
だ
か
ら
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
ぽ
ん
と
出
し
て
く
れ
た
か
も
し
れ
な

い
︒
け
れ
ど
な
ぜ
か
言
え
な
か
っ
た
︒
本
が
ほ
し
い
な
ん
て
︑
ⓒ
カ
ッ
コ
ウ
つ
け
て
い
る
み
た
い
で
と
て
も
言
え
な
か
っ
た
︒
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学
校
帰
り
に
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
に
寄
る
の
が
ⓓ
ニ
ッ
カ
の
よ
う
に
な
っ
た
︒
不
思
議
な
こ
と
に
︑
隠
し
て
も
隠
し
て
も
そ
の
本
は
目
に
つ
く
場
所
に
並な

ら

べ
替か

え
て
あ
る
︒
ぼ
く
と
似
た
よ
う
な
だ
れ
か
が
︑
や
は
り
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
に
日
参
し
︑
下
の
ほ
う
か
ら
引
っ
ぱ
り
出
し
て
眺
め
︑
や
っ
ぱ
り
値
段
に
手
が
届
か

ず
︑
ぽ
ん
と
そ
の
へ
ん
に
置
い
て
店
を
出
て
い
る
︑
そ
う
と
し
か
思
え
な
か
っ
た
︒

　

だ
れ
か
に
持
っ
て
い
か
れ
る
く
ら
い
な
ら
︑
盗ぬ

す

ん
で
も
自
分
の
も
の
に
し
た
か
っ
た
︒
そ
の
④
せ
っ
ぱ
詰つ

ま
っ
た
気
分
は
︑
今
考
え
る
と
滑こ

っ

稽け
い

で
し
か
な

い
の
だ
が
︑
⑤
女
の
子
を
好
き
に
な
る
の
に
似
て
い
た
︒

　

そ
う
し
て
ぼ
く
は
盗
ん
だ
の
だ
︒

　

ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
か
ら
本
を
勝
手
に
持
っ
て
い
く
の
は
︑
そ
う
難
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
︒
と
い
う
よ
り
︑
と
こ
と
ん
か
ん
た
ん
だ
っ
た
︒
店
の
人
は
お

ば
あ
さ
ん
し
か
お
ら
ず
︑
防
犯
カ
メ
ラ
な
ん
て
シ
ロ
モ
ノ
が
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
に
あ
る
は
ず
が
な
く
︑
お
ば
あ
さ
ん
は
い
つ
も
本
の
壁か

べ

の
向
こ
う
で
本
を
読
み

耽
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
︒
も
し
︑
日
本
全
国
万
引
き
し
や
す
い
店
ベ
ス
ト
テ
ン
︑
な
ん
て
も
の
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
︑
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
は
間ま

違ち
が

い
な
く
ぶ
っ

ち
ぎ
り
で
第
一
位
だ
︒

　

ま
た
本
の
塔と

う

の
表
面
に
出
て
い
る
そ
の
本
を
︑
何
気
な
い
ふ
り
で
手
に
し
︑
手
に
し
た
ま
ま
店
内
を
ぶ
ら
つ
き
︑
な
ん
で
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
店
を

出
た
︒
お
ば
あ
さ
ん
は
一
度
も
顔
を
上
げ
な
か
っ
た
︒
店
を
出
て
か
ら
足
が
が
く
が
く
震ふ

る

え
だ
し
た
︒
ぼ
く
は
昔
か
ら
小
心
な
の
だ
︒
震
え
る
足
で
家
ま
で

走
っ
た
︒
夏
は
す
で
に
去
り
︑
空
気
は
ず
い
ぶ
ん
冷
え
て
い
た
の
に
︑
脇わ

き

の
下
は
汗あ

せ

で
び
っ
し
ょ
り
濡ぬ

れ
て
い
た
︒
本
を
握に

ぎ

り
し
め
た
手
が
︑
や
っ
ぱ
り
汗

で
ぬ
る
ぬ
る
し
て
い
た
︒
本
を
母
に
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
て
︑
ⓔ
イ
チ
モ
ク
サ
ン
に
自
分
の
部
屋
に
向
か
っ
た
︒

　

制
服
を
着き

替が

え
も
せ
ず
︑
盗
ん
だ
本
を
開
い
た
︒
読
み
は
じ
め
て
す
ぐ
に
引
き
こ
ま
れ
た
︒
夕
食
よ
︑
と
母
か
ら
声
を
か
け
ら
れ
て
も
聞
こ
え
な
か
っ
た

く
ら
い
だ
︒
食
事
を
し
て
い
る
あ
い
だ
も
︑
続
き
を
読
み
た
く
て
仕
方
な
か
っ
た
︒
猛も

う

ス
ピ
ー
ド
で
風ふ

呂ろ

に
入
り
︑
部
屋
に
戻
っ
て
本
を
開
い
た
︒
盗
ん
だ

こ
と
な
ん
て
す
っ
か
り
忘
れ
て
い
た
︒

　

気
が
つ
い
た
ら
︑
空
が
白
ん
で
い
た
︒
す
げ
え
︒
静
ま
り
返
っ
た
部
屋
で
︑
ぼ
く
は
そ
れ
だ
け
つ
ぶ
や
い
た
︒
そ
れ
し
か
言
葉
が
思
い
つ
か
な
か
っ
た
︒

す
げ
え
︒
す
げ
え
︒
す
げ
え
︒
そ
の
言
葉
ば
か
り
く
り
か
え
し
た
︒
自
分
は
ほ
ん
も
の
の
阿あ

呆ほ
う

だ
な
と
︑
す
げ
え
と
く
り
か
え
し
な
が
ら
知
っ
た
︒
こ
の
本
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に
は
こ
れ
だ
け
の
言
葉
が
あ
ふ
れ
て
い
る
の
に
︑
そ
れ
を
ぼ
く
は
︑
す
げ
え
と
い
う
一
言
で
し
か
言
い
あ
ら
わ
せ
な
い
の
だ
か
ら
︒

　

明
く
る
日
は
ほ
と
ん
ど
徹て

つ

夜や

状
態
で
学
校
に
い
っ
た
︒
頭
の
な
か
は
︑
読
ん
だ
ば
か
り
の
本
の
言
葉
が
あ
ふ
れ
か
え
っ
て
い
た
︒
し
か
し
そ
の
ど
れ
も
︑

だ
れ
か
が
書
い
た
言
葉
で
あ
っ
て
︑
ぼ
く
自
身
の
言
葉
と
い
う
の
は
︑
あ
い
か
わ
ら
ず
︑
阿
呆
な
一
言
し
か
な
か
っ
た
︒

　

そ
の
日
は
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
を
避さ

け
て
︑
遠
ま
わ
り
し
て
帰
っ
た
︒

　

以
来
︑
母
親
に
買
い
も
の
を
頼
ま
れ
て
も
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
へ
は
決
し
て
近
づ
か
な
か
っ
た
︒
そ
の
ま
ま
十
八
歳
に
な
り
︑
進
学
の
た
め
都
心
に
出
て
︑
正

月
に
帰
省
し
て
も
︑
も
ち
ろ
ん
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
に
は
い
っ
て
い
な
い
︒
⑥
盗
ん
だ
本
は
︑
ず
っ
と
ぼ
く
の
本
棚
に
お
さ
ま
り
続
け
て
い
る
︒

　

自
分
に
は
と
う
て
い
不
釣
り
合
い
な
︑
小
説
と
い
う
も
の
を
書
い
て
み
よ
う
と
思
っ
た
の
は
︑
一
昨
年
の
暮
れ
だ
︒
な
ぜ
な
の
か
︑
う
ま
く
説
明
で
き
な

い
︒
た
だ
︑
ず
っ
と
ぼ
く
の
な
か
に
︑
あ
の
と
き
の
気
分
が
残
っ
て
い
た
の
は
た
し
か
だ
︒
こ
の
本
に
は
こ
れ
だ
け
の
言
葉
が
あ
ふ
れ
て
い
る
の
に
︑
そ
れ

は
す
べ
て
他
人
の
言
葉
で
︑
ぼ
く
自
身
の
言
葉
と
い
っ
た
ら
︑
何
も
言
っ
て
い
な
い
に
等
し
い
幼よ

う

稚ち

な
一
言
で
し
か
な
い
︑
と
い
う
よ
う
な
気
分
︒
自
分
の

言
葉
で
︑
自
分
自
身
の
言
葉
だ
け
で
︑
何
か
を
言
え
な
い
も
の
か
︒
拙つ

た
なく

て
も
い
い
︑
饒

じ
ょ
う

舌ぜ
つ

で
な
く
と
も
い
い
︑
何
か
︑
何
か
な
い
か
︒
自
分
の
言
葉
を
捜

す
よ
う
に
ぼ
く
は
文
字
を
書
き
連
ね
続
け
た
︒

　

年
末
も
新
年
も
帰
省
せ
ず
︑
ア
パ
ー
ト
に
閉
じ
こ
も
っ
て
︑
書
い
て
は
消
し
︑
書
い
て
は
消
し
︑
ま
る
で
水
に
映
っ
た
月
を
掬す

く

う
よ
う
に
し
て
書
き
続
け
︑

三
ヶ
月
半
の
後
︑
ぼ
く
の
言
葉
は
ま
と
ま
っ
た
枚
数
に
な
っ
た
︒
そ
れ
が
小
説
と
い
え
る
の
か
い
え
な
い
の
か
さ
え
も
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
︑
ぼ
く
は
小
説
と

い
う
も
の
を
知
ら
な
か
っ
た
︒
せ
っ
か
く
こ
れ
だ
け
書
い
た
ん
だ
か
ら
︑
と
い
う
貧び

ん

乏ぼ
う

根こ
ん

性じ
ょ
うだ

け
で
応
募
し
た
の
だ
っ
た
︒

　

新
し
い
年
に
な
っ
て
三
日
目
︑
朝
か
ら
続
々
と
親し

ん

戚せ
き

が
詰
め
か
け
る
実
家
を
抜ぬ

け
出だ

し
て
︑
ぼ
く
は
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
に
向
か
っ
た
︒
財さ

い

布ふ

に
は
盗
ん
だ
本

の
代
金
を
入
れ
︑
手
に
し
た
茶ち

ゃ

封ぶ
う

筒と
う

に
は
自
分
の
本
を
入
れ
て
︒

　

十
六
歳
の
あ
の
日
以
来
避
け
続
け
て
い
た
か
ら
︑
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
の
あ
る
商
店
街
を
歩
く
の
は
十
一
年
ぶ
り
だ
っ
た
︒
実
家
の
近
辺
も
そ
う
だ
が
︑
あ
の
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こ
ろ
と
比
べ
て
商
店
街
も
ず
い
ぶ
ん
様
変
わ
り
し
た
︒
新
築
マ
ン
シ
ョ
ン
が
増
え
︑
商
店
街
も
少
し
は
盛
り
返
し
た
の
か
︑
ま
だ
三
が
日
だ
と
い
う
の
に
閉

ま
っ
て
い
る
シ
ャ
ッ
タ
ー
は
少
な
い
︒
貸
し
ビ
デ
オ
屋
も
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
も
フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
も
あ
る
︒
チ
ェ
ー
ン
の
居
酒
屋
も
︑
ゲ
ー

ム
シ
ョ
ッ
プ
も
あ
っ
た
︒
か
と
い
っ
て
︑
に
ぎ
わ
っ
て
い
る
か
と
言
え
ば
そ
う
で
も
な
く
︑
な
ぜ
か
が
ら
ん
と
し
た
雰ふ

ん

囲い

気き

は
変
わ
ら
ず
漂

た
だ
よ

っ
て
い
る
︒

　

正
月
の
空
は
高
く
︑
澄す

ん
で
い
る
︒
子
ど
も
た
ち
が
薄う

す

い
影か

げ

を
引
き
ず
り
な
が
ら
︑
ゲ
ー
ム
シ
ョ
ッ
プ
に
駆か

け
こ
ん
で
い
く
︒
煎せ

ん

餅べ
い

屋や

は
携け

い

帯た
い

シ
ョ
ッ
プ

に
変
わ
っ
て
い
た
︒
肉
屋
は
以
前
と
同
じ
位
置
に
あ
っ
た
が
閉
ま
っ
て
い
た
︒

　

ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
が
近
づ
く
に
連
れ
ど
き
ど
き
し
て
く
る
︒
シ
ャ
ッ
タ
ー
が
あ
い
か
わ
ら
ず
閉
ま
っ
て
い
る
ま
ご
こ
ろ
洋
裁
店
を
過
ぎ
︑
ハ
ー
ト
ク
リ
ー
ニ

ン
グ
を
過
ぎ
︑
店
先
に
が
ち
ゃ
が
ち
ゃ
を
並
べ
た
駄だ

菓が

子し

屋や

を
過
ぎ
︑
や
が
て
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
の
看
板
が
見
え
て
く
る
︒
す
す
け
て
色
あ
せ
た
︑
黄
色
地
に

赤
い
文
字
︒
あ
あ
︑
あ
っ
た
︒
な
く
な
っ
て
い
な
か
っ
た
︒
自
分
で
も
驚お

ど
ろく

ほ
ど
安あ

ん

堵ど

し
て
い
た
︒

　

以
前
と
ま
っ
た
く
同
じ
場
所
に
あ
る
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
は
︑
シ
ャ
ッ
タ
ー
が
閉
ま
っ
て
い
た
︒
そ
う
い
え
ば
︑
シ
ャ
ッ
タ
ー
の
閉
ざ
さ
れ
た
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店

を
ぼ
く
は
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
︒
ほ
と
ん
ど
眠
っ
た
よ
う
な
商
店
街
だ
っ
た
が
︑
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
は
い
つ
だ
っ
て
開
い
て
い
た
の
だ
︒

　

三
が
日
だ
か
ら
か
︒
明
日
に
は
開
店
す
る
の
か
︒
黒
ず
ん
だ
シ
ャ
ッ
タ
ー
の
前
に
立
ち
︑
ぼ
く
は
考
え
を
巡め

ぐ

ら
せ
る
︒
着
物
姿
の
女
の
子
た
ち
が
ぼ
く
の

背
後
を
通
り
す
ぎ
て
い
く
︒
彼か

の

女じ
ょ

た
ち
の
手
に
し
た
破は

魔ま

矢や

の
鈴す

ず

が
︑
ち
り
ち
り
と
鳴
る
︒

　

東
京
に
帰
る
の
は
明
日
の
午
後
だ
か
ら
︑
明
日
の
朝
に
ま
た
き
て
み
よ
う
か
︑
そ
う
思
う
一
方
で
︑
今
帰
っ
た
ら
も
う
二
度
と
こ
こ
へ
く
る
気
に
は
な
れ

な
い
よ
う
な
気
も
し
た
︒

　

ず
い
ぶ
ん
長
い
あ
い
だ
ぼ
く
は
そ
こ
に
立た

ち
尽つ

く
し
て
い
た
が
︑
思
い
き
っ
て
店
の
裏
側
に
ま
わ
っ
た
︒
店
の
裏
側
が
住
居
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
前
々

か
ら
知
っ
て
い
た
︒
店
の
裏
手
の
門
に
つ
い
た
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
を
鳴
ら
し
て
み
る
︒
十
歳
か
そ
こ
ら
の
こ
ろ
︑

Ｅ

よ
う
な
高こ

う

揚よ
う

と
緊き

ん

張ち
ょ
うを

覚
え

る
︒

　

返
答
は
な
い
︒
も
う
一
度
押お

す
︒
門
の
内
側
の
申
し
訳
程
度
の
庭
を
︑
か
つ
て
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
の
店
内
を
眺
め
た
よ
う
に
見み

渡わ
た

し
た
︒
実
際
庭
は
ち
い
さ

な
書
店
内
と
同
じ
く
︑
雑
然
と
し
て
い
た
︒
雑
草
が
生お

い
茂し

げ

り
︑
白
い
ち
い
さ
な
花
が
咲さ

き
︑
細
い
ぐ
み
の
木
や
︑
背
の
高
い
柿か

き

の
木
が
好
き
勝
手
に
の
び
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て
い
た
︒

　

ド
ア
が
ゆ
っ
く
り
と
開
き
︑
ぼ
く
は
あ
わ
て
て
視
線
を
戻
す
︒
て
っ
き
り
あ
の
お
ば
あ
さ
ん
が
あ
ら
わ
れ
る
と
思
っ
て
い
た
の
だ
が
︑
ド
ア
か
ら
顔
を
の

ぞ
か
せ
て
い
る
の
は
ず
い
ぶ
ん
若
い
女
の
人
だ
っ
た
︒
怪け

訝げ
ん

そ
う
な
目
で
ぼ
く
を
見
て
い
る
︒

﹁
あ
︑
あ
の
︑
以
前
こ
ち
ら
で
よ
く
買
い
も
の
を
し
て
い
た
者
な
ん
で
す
が
﹂
ぼ
く
は
急
い
で
自
己
紹し

ょ
う

介か
い

を
し
た
︒﹁
ひ
さ
し
ぶ
り
に
帰
っ
て
き
た
の
で
寄
っ

て
み
た
ん
で
す
が
︑
閉
ま
っ
て
い
た
の
で
﹂

　

そ
れ
を
聞
く
と
女
の
人
は
︑
口
元
に
ゆ
っ
た
り
し
た
笑え

み
を
浮う

か
べ
︑
ド
ア
か
ら
出
て
き
て
門
を
開
い
た
︒
ど
う
ぞ
︑
と
手
招
き
を
す
る
︒

﹁
い
え
︑
あ
の
︑
す
み
ま
せ
ん
︑
新
年
に
ご
迷め

い

惑わ
く

か
と
思
っ
た
ん
で
す
け
ど
︑
明
日
帰
っ
て
し
ま
う
も
の
で
﹂

﹁
ど
う
ぞ
︑
お
あ
が
り
に
な
っ
て
﹂

　

女
の
人
は
ぼ
く
に
笑
い
か
け
た
︒
背
を
丸
め
て
本
を
読
ん
で
い
た
お
ば
あ
さ
ん
が
笑
っ
た
と
こ
ろ
は
見
た
こ
と
が
な
い
け
れ
ど
︑
笑
い
か
け
ら
れ
︑
こ
の

人
が
お
ば
あ
さ
ん
の
娘む

す
めか

孫
だ
と
い
う
こ
と
が
す
ぐ
に
わ
か
っ
た
︒
ど
こ
か
な
つ
か
し
い
そ
の
笑え

顔が
お

に
誘さ

そ

わ
れ
る
よ
う
に
︑
ぼ
く
は
玄げ

ん

関か
ん

へ
続
く
庭
へ
と
足

を
踏ふ

み
出だ

し
て
い
た
︒

　　

こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
居
間
に
通
さ
れ
︑
ぼ
く
は
ソ
フ
ァ
に
腰こ

し

掛か

け
た
︒
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
と
は
違ち

が

い
︑
こ
ざ
っ
ぱ
り
し
た
部
屋
だ
っ
た
︒
陽ひ

の
さ
し
こ
む
窓

に
目
を
や
る
と
︑
埃ほ

こ
りが

ゆ
っ
く
り
舞ま

う
の
が
や
け
に
は
っ
き
り
見
え
た
︒
女
の
人
は
盆ぼ

ん

に
紅
茶
を
の
せ
て
︑
ぼ
く
の
向
か
い
に
腰こ

し

掛
け
る
︒

﹁
突と

つ

然ぜ
ん

す
み
ま
せ
ん
﹂

　

も
ご
も
ご
と
ぼ
く
は
言
っ
た
︒
女
の
人
は
ぼ
く
の
前
に
紅
茶
を
置
く
︒
香こ

う

ば
し
い
に
お
い
が
た
ち
の
ぼ
る
︒

﹁
あ
の
︑
え
ー
と
︑
お
ば
あ
さ
ん
は
お
元
気
で
す
か
﹂

　

女
の
人
は
口
元
に
笑
み
を
浮
か
べ
た
ま
ま
ぼ
く
を
見
て
︑

﹁
他
界
し
ま
し
た
︒
去
年
の
春
で
す
﹂
静
か
な
口
調
で
言
っ
た
︒

Ｆ

よ
う
な
気
持
ち
で
ぼ
く
は
女
の
人
を
見
た
︒
そ
う
い
え
ば
︑
玄
関
に
な
ん
の
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飾か
ざ

り
も
な
か
っ
た
こ
と
を
今
さ
ら
な
が
ら
思
い
出
す
︒

﹁
家
の
者
は
友
人
の
家
に
い
っ
て
い
て
︑
ち
ょ
う
ど
今
日
は
留
守
で
︑
私
も
ひ
ま
だ
っ
た
ん
で
す
よ
﹂

﹁
え
ー
と
︑
あ
な
た
は
︑
お
ば
あ
さ
ん
の
﹂

﹁
孫
で
す
︒
三
年
前
に
こ
こ
に
引ひ

っ
越こ

し
て
き
て
︑
こ
の
家
で
両
親
と
暮
ら
し
て
い
ま
す
﹂

﹁
そ
れ
で
あ
の
︑
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
は
﹂

﹁
祖
母
が
伏ふ

せ
っ
て
か
ら
︑ず
っ
と
閉
め
て
い
ま
す
︒
あ
と
を
継つ

ぎ
た
い
と
い
う
者
が
だ
れ
も
い
な
く
て
︒
も
と
も
と
儲も

う

か
る
よ
う
な
店
じ
ゃ
な
か
っ
た
し
︑

祖
母
の
道
楽
み
た
い
な
も
の
で
し
た
し
ね
︒
今
は
駅
の
向
こ
う
に
大
型
書
店
も
で
き
て
︑
う
ち
が
店
じ
ま
い
し
て
も
み
な
さ
ん
困
る
こ
と
も
な
い
で
し
ょ

う
﹂

　

何
か
︑
と
て
つ
も
な
い
失
敗
を
し
で
か
し
た
よ
う
な
気
に
な
っ
た
︒

Ｇ

よ
う
な
︒
柱
時
計
の
秒
針
が
︑
や
け
に
大
き
く
耳
に
響ひ

び

い
た
︒

﹁
じ
つ
は
お
詫わ

び
し
な
き
ゃ
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
っ
て
今
日
は
こ
こ
ま
で
き
た
ん
で
す
﹂

　

ぼ
く
は
う
つ
む
い
た
ま
ま
一
気
に
し
ゃ
べ
っ
た
︒
十
六
歳
の
夏
の
日
︒
秋
の
は
じ
め
の
決
行
︒
は
じ
め
て
本
読
み
で
夜
を
明
か
し
た
こ
と
︒
拙
い
感
想
︒

三
年
前
書
き
は
じ
め
た
原げ

ん

稿こ
う

︒
幾
度
も
書
き
な
お
し
た
言
葉
︒
と
ん
で
も
な
い
こ
と
に
な
っ
た
と
思
っ
た
授
賞
式
︒
夜
襲お

そ

い
か
か
っ
て
く
る
不
安
︒
単
行
本

と
︑
そ
れ
を
手
に
し
て
思
い
出
し
た
お
ば
あ
さ
ん
の
こ
と
︒

﹁
本
当
に
す
み
ま
せ
ん
で
し
た
﹂

　

ぼ
く
は
財
布
か
ら
本
の
代
金
を
取
り
出
し
て
ソ
フ
ァ
テ
ー
ブ
ル
に
置
き
︑
深
く
頭
を
下
げ
た
︒
呆あ

き

れ
ら
れ
る
か
︑
の
の
し
ら
れ
る
か
︑
帰
れ
と
言
わ
れ
る

か
︑
じ
っ
と
待
っ
て
い
る
と
︑
子
ど
も
の
よ
う
な
笑
い
声
が
聞
こ
え
て
き
た
︒
驚
い
て
顔
を
上
げ
る
と
︑
女
の
人
は
腰
を
お
り
ま
げ
て
笑
っ
て
い
た
︒
ひ
と

し
き
り
笑
っ
た
あ
と
で
︑
話
し
出
し
た
︒

﹁
じ
つ
は
ね
︑
あ
な
た
だ
け
じ
ゃ
な
い
の
︒
こ
の
町
に
住
ん
で
い
た
子
ど
も
の
何
人
か
は
︑
う
ち
か
ら
本
を
持
っ
て
っ
て
る
と
思
う
わ
よ
︒
祖
母
の
具
合
が

悪
く
な
っ
て
︑
そ
れ
で
私
た
ち
︑
同
居
す
る
た
め
に
引
っ
越
し
て
き
た
ん
だ
け
れ
ど
︑
は
じ
め
て
あ
の
店
を
見
て
︑
私
だ
っ
て
驚
い
ち
ゃ
っ
た
︒
持
っ
て
け
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泥ど
ろ

棒ぼ
う

っ
て
言
っ
て
い
る
よ
う
な
本
屋
じ
ゃ
な
い
︒
し
か
も
祖
母
は
ず
う
っ
と
本
を
読
ん
で
る
し
︒
私
も
幾
度
か
店
番
を
し
た
こ
と
が
あ
っ
て
︑
何
人
か
︑
つ
か

ま
え
た
の
よ
︑
本
泥
棒
﹂
女
の
人
は
ま
た
笑
い
出
し
た
︒﹁
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
い
の
︒
返
し
に
く
る
人
も
見
つ
け
た
こ
と
あ
る
の
︒
持
っ
て
い
っ
た
も
の
の
︑

読
み
終
え
て
気
が
と
が
め
て
︑
返
し
に
き
た
ん
で
し
ょ
う
ね
︒
ま
っ
た
く
︑
図
書
館
じ
ゃ
あ
る
ま
い
し
︒
こ
う
し
て
お
金
を
持
っ
て
訪
ね
て
き
て
く
れ
た
人

も
︑
あ
な
た
だ
け
じ
ゃ
な
い
の
︒
祖
母
が
生
き
て
い
る
あ
い
だ
も
︑
何
人
か
い
た
わ
︒
じ
つ
は
数
年
前
︑
こ
れ
こ
れ
こ
う
い
う
本
を
盗
ん
で
し
ま
っ
た
︑
っ

て
︒
も
ち
ろ
ん
︑
そ
ん
な
人
ば
か
り
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
け
ど
ね
︑
そ
ん
な
人
が
い
た
の
も
た
し
か
よ
︒
あ
な
た
み
た
い
に
ね
﹂
そ
れ
か
ら
女
の
人
は
ふ
と
ぼ

く
を
見
て
︑

﹁
作
家
に
な
っ
た
人
と
い
う
の
は
は
じ
め
て
だ
け
れ
ど
﹂
と
思
い
つ
い
た
よ
う
に
つ
け
足
し
た
︒

﹁
本
当
に
す
み
ま
せ
ん
﹂
も
う
一
度
頭
を
下
げ
る
と
︑

⑦﹁
見
ま
す
か
︑
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
﹂
女
の
人
は
立
ち
上
が
っ
て
手
招
き
を
し
た
︒

　

玄
関
か
ら
続
く
廊ろ

う

下か

の
突つ

き
当あ

た
り
が
︑
店
と
続
い
て
い
る
ら
し
か
っ
た
︒
女
の
人
は
塗と

装そ
う

の
剥は

げ
た
木
製
の
ド
ア
を
開
け
︑
明
か
り
を
つ
け
る
︒

　

本
の
持
つ
独
特
の
に
お
い
︑
紙
と
イ
ン
ク
の
埃
っ
ぽ
い
よ
う
な
︑
甘あ

ま

い
菓か

子し

の
よ
う
な
に
お
い
が
ぼ
く
を
包
み
こ
み
︑
目
の
前
に
︑
あ
の
な
つ
か
し
い
ミ

ツ
ザ
ワ
書
店
が
そ
の
ま
ま
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
︒

﹁
店
は
閉
め
て
い
る
け
れ
ど
︑
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
る
ん
で
す
︒
片
づ
け
る
の
も
処
分
す
る
の
も
面め

ん

倒ど
う

だ
と
い
う
の
が
本
音
で
す
け
ど
︒
ほ
と
ん
ど
倉
庫
で

す
ね
﹂

　

女
の
人
と
と
も
に
︑
店
内
に
足
を
踏
み
入
れ
た
︒
床ゆ

か

か
ら
積
み
上
げ
ら
れ
た
本
︑
平
台
に
無
造
作
に
積
ま
れ
た
本
︑
レ
ジ
台
で
壁
を
作
る
本
︑
棚
に
ぎ
ゅ

う
ぎ
ゅ
う
に
押
し
こ
ま
れ
た
本
︱
︱
︒
記
憶
と
異
な
る
の
は
光
だ
け
だ
っ
た
︒
ガ
ラ
ス
戸
か
ら
黄
色
っ
ぽ
い
光
が
さ
し
こ
ん
で
い
た
薄
暗
い
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店

は
︑
今
︑
蛍け

い

光こ
う

灯と
う

の
の
っ
ぺ
り
し
た
明
か
り
に
照
ら
し
出
さ
れ
て
い
る
︒

﹁
祖
母
は
本
当
に
本
を
読
む
の
が
好
き
な
人
で
ね
︒
お
正
月
な
ん
か
に
集
ま
っ
て
も
︑
ひ
と
り
で
本
を
読
ん
で
ま
し
た
よ
︑
子
ど
も
み
た
い
に
︒
読
む
本
の

ジ
ャ
ン
ル
も
ば
ら
ば
ら
︒
ミ
ス
テ
リ
ー
の
こ
と
も
あ
れ
ば
︑
時
代
小
説
の
こ
と
も
あ
っ
た
し
︑
あ
る
と
き
私
が
の
ぞ
き
こ
ん
だ
ら
︑
Ｕ
Ｆ
О
は
本
当
に
存
在
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す
る
か
︑
な
ん
て
本
を
読
ん
で
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
︒
祖
母
が
祖
父
と
結け

っ

婚こ
ん

し
た
理
由
っ
て
い
う
の
も
︑
祖
父
が
本
屋
の
跡あ

と

取と

り
息む

す

子こ

だ
っ
た
か
ら
な
ん
で

す
っ
て
︒
祖
父
が
亡な

く
な
っ
て
か
ら
は
︑
自
分
の
読
み
た
い
本
ば
か
り
注
文
し
て
︑
片か

た

っ
端ぱ

し

か
ら
読
ん
で
︒
売
り
物
な
の
に
ね
﹂

⑧
女
の
人
は
積
み
上
げ
ら
れ
た
本
の
表
紙
を
︑
そ
っ
と
撫な

で
さ
す
り
な
が
ら
言
葉
を
つ
な
ぐ
︒

﹁
私
︑
子
ど
も
の
こ
ろ
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
訊
い
た
こ
と
が
あ
る
の
︒
本
の
ど
こ
が
そ
ん
な
に
お
も
し
ろ
い
の
︑
っ
て
︒
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
︑
何
を
訊
い
て
る
ん

だ
っ
て
顔
で
私
を
見
て
︑﹃
だ
っ
て
あ
ん
た
︑
開
く
だ
け
で
ど
こ
へ
で
も
連
れ
て
っ
て
く
れ
る
も
の
な
ん
か
︑
本
し
か
な
い
だ
ろ
う
﹄
っ
て
言
う
ん
で
す
︒

こ
の
町
で
生
ま
れ
て
︑
東
京
へ
も
外
国
へ
も
い
っ
た
こ
と
が
な
い
︑
そ
ん
な
祖
母
に
と
っ
て
︑
本
っ
て
い
う
の
は
︑
世
界
へ
の
扉と

び
ら

だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
で
す
よ
ね
﹂

　

そ
れ
を
言
う
な
ら
子
ど
も
の
こ
ろ
の
ぼ
く
に
と
っ
て
︑
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
こ
そ
世
界
へ
の
扉
だ
っ
た
と
ぼ
く
は
思
っ
た
け
れ
ど
︑
口
に
は
出
さ
な
か
っ
た
︒

そ
の
か
わ
り
︑
棚
を
見
る
ふ
り
を
し
て
通
路
を
歩
き
︑
茶
封
筒
か
ら
自
分
の
単
行
本
を
す
ば
や
く
抜ぬ

き
取と

り
︑
塔
に
な
っ
た
本
の
一
番
上
に
そ
っ
と
置
い
た
︒

﹁
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
本
屋
じ
ゃ
な
く
て
図
書
館
で
働
く
べ
き
だ
っ
た
わ
ね
﹂

﹁
で
も
︑
そ
れ
じ
ゃ
︑
す
ぐ
ク
ビ
に
な
っ
ち
ゃ
い
ま
す
よ
︒
仕
事
を
放
り
出
し
て
本
を
読
み
耽
っ
ち
ゃ
う
ん
だ
か
ら
﹂
思
わ
ず
言
う
と
︑
女
の
人
は
ま
た
楽

し
そ
う
に
笑
っ
た
︒

　

本
で
満
た
さ
れ
た
店
内
を
ぼ
く
は
も
う
一
度
眺
め
ま
わ
す
︒
埃
を
か
ぶ
っ
た
本
は
︑
す
べ
て
呼
吸
を
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
︒
ひ
っ
そ
り
と
︑
時
間
を

吸
い
こ
み
︑
吐は

き
出だ

し
︑
だ
れ
か
に
読
ま
れ
る
の
を
じ
っ
と
待
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
︒
そ
の
な
か
に
混
じ
っ
た
ぼ
く
の
本
は
︑
い
か
に
も
新
参
者
と
い
う

風ふ

情ぜ
い

で
︑
居い

心ご
こ

地ち

悪
そ
う
だ
っ
た
︒
し
か
し
幸
福
そ
う
で
も
あ
っ
た
︒
作
家
と
い
う
不
釣
り
合
い
な
仕
事
を
は
じ
め
た
ば
か
り
の
ぼ
く
の
よ
う
に
︒

　

礼
を
言
っ
て
玄
関
を
出
た
︒
門
ま
で
見
送
り
に
き
た
女
の
人
は
︑
恥は

ず
か
し
そ
う
に
う
つ
む
い
て
︑

﹁
い
つ
か
あ
そ
こ
を
開
放
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
﹂
と
ち
い
さ
な
声
で
言
っ
た
︒﹁
図
書
館
な
ん
て
⑨
お
こ
が
ま
し
い
け
れ
ど
︑
こ
の
町
の
人
が
読

み
た
い
本
を
好
き
勝
手
に
持
っ
て
い
っ
て
︑
気
が
向
い
た
ら
返
し
て
く
れ
る
よ
う
な
︑
そ
う
い
う
場
所
を
作
れ
た
ら
い
い
な
っ
て
思
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
﹂

﹁
そ
う
な
っ
て
ほ
し
い
と
︑
じ
つ
は
さ
っ
き
思
っ
て
い
た
ん
で
す
︒
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
﹂
ぼ
く
は
言
っ
た
︒
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﹁
今
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
﹂
女
の
人
は
頭
を
下
げ
る
︒

﹁
い
え
︑
こ
ち
ら
こ
そ
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
﹂

﹁
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
︒
本
︑
お
買
い
あ
げ
い
た
だ
い
て
﹂

　

女
の
人
は
お
か
し
そ
う
に
笑
っ
た
︒
つ
い
さ
っ
き
ぼ
く
が
出
し
た
本
の
代
金
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
と
︑
わ
か
る
の
に
数
秒
か
か
っ
た
︒
す
み
ま
せ

ん
と
頭
を
下
げ
て
︑
ぼ
く
も
笑
っ
た
︒

　

シ
ャ
ッ
タ
ー
の
閉
ま
っ
た
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
の
前
を
過
ぎ
る
︒
高
く
晴
れ
た
空
の
下
︑
ひ
っ
そ
り
と
し
た
商
店
街
を
歩
く
︒
数
十
メ
ー
ト
ル
歩
い
て
ふ
り
む

く
と
︑
記
憶
の
な
か
の
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
が
色い

ろ

鮮あ
ざ

や
か
に
思お

も

い
浮う

か
ん
だ
︒
店
の
前
に
並
べ
ら
れ
た
週
刊
誌
や
漫ま

ん

画が

︑
埃
で
曇く

も

っ
た
窓
ガ
ラ
ス
︒
そ
れ
は
そ
の

ま
ま
︑
未
来
の
光
景
で
も
あ
る
ん
だ
ろ
う
︒
⑩
世
界
に
通
じ
る
ち
い
さ
な
扉
は
︑
近
々
き
っ
と
開
く
の
だ
ろ
う
か
ら
︒

　

不
釣
り
合
い
で
も
︑
煮に

詰つ

ま
っ
て
も
︑
自
分
の
言
葉
に
絶
望
し
て
も
︑
そ
れ
で
も
ぼ
く
は
小
説
を
書
こ
う
︑
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
の
棚
の
一
部
を
占し

め
る
く
ら

い
の
小
説
を
書
こ
う
と
︑
書か

き
初ぞ

め
に
向
か
う
子
ど
も
の
よ
う
な
気
分
で
思
う
︒

　

顔
を
上
げ
る
と
︑
青
い
空
に
凧た

こ

が
ひ
と
つ
浮
か
ん
で
い
た
︒
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︻
問
１
︼　

ⓐ
~
ⓔ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
改
め
な
さ
い
︵
楷か

い

書し
ょ

で
︑
て
い
ね
い
に
書
く
こ
と
︶︒

　
　
　
　

 

ⓐ　

ハ
ン
シ
ャ　
　
　
　

ⓑ　

ブ
ッ
シ
ョ
ク　
　
　
　

ⓒ　

カ
ッ
コ
ウ　
　
　
　

ⓓ　

ニ
ッ
カ　
　
　
　

ⓔ　

イ
チ
モ
ク
サ
ン    

︻
問
２
︼　　
　
　

①
﹁
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
の
お
ば
あ
さ
ん
で
す
と
︑
し
か
し
ぼ
く
は
言
わ
ず
︑
と
り
あ
え
ず
親
に
︑
と
無
難
な
答
え
を
口
に
し
た
﹂
と
あ
り

ま
す
が
︑
こ
こ
で
の
﹁
ぼ
く
﹂
の
様
子
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
︑
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
選
び
︑︵
ア
︶
~
︵
エ
︶
の
記
号

で
答
え
な
さ
い
︒                  

︵
ア
︶　

あ
た
り
さ
わ
り
の
な
い
返
事
を
す
る
こ
と
で
︑
ひ
と
ま
ず
こ
の
場
を
や
り
過
ご
そ
う
と
し
て
い
る
︒

︵
イ
︶　

大
切
な
場
所
だ
っ
た
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
が
今
は
も
う
な
い
と
い
う
事
実
に
︑
改
め
て
心
を
痛
め
て
い
る
︒

︵
ウ
︶　

多
く
の
人
が
集つ

ど

う
晴
れ
の
場
で
︑
故
人
を
話
題
に
す
る
こ
と
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
考
え
て
い
る
︒

︵
エ
︶　

ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
に
注
目
が
集
ま
る
こ
と
で
︑
今
後
気
軽
に
立
ち
寄
れ
な
く
な
る
こ
と
を
恐お

そ

れ
て
い
る
︒

︻
問
３
︼　　
　
　

②
﹁
犯
罪
者
の
よ
う
に
う
つ
む
い
て
ス
ピ
ー
チ
を
し
た
﹂
と
あ
り
ま
す
が
︑
こ
こ
で
の
﹁
ぼ
く
﹂
の
様
子
を
言
い
表
し
た
も
の
と
し
て
︑

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

︵
ア
︶　

顔
と
名
が
世
間
に
公
表
さ
れ
る
こ
と
で
︑秘
密
に
し
た
い
過
去
が
ひ
ろ
く
知
ら
れ
て
し
ま
う
の
も
時
間
の
問
題
で
あ
る
と
恐
れ
て
い
る
︒

︵
イ
︶　

初
め
て
経
験
す
る
ホ
テ
ル
で
の
授
賞
式
に
浮う

き
足あ

し

立だ

っ
て
し
ま
い
︑
用
意
し
て
き
た
も
の
と
は
ま
っ
た
く
違
う
ス
ピ
ー
チ
を
し
て
い
る
︒

︵
ウ
︶　

華
や
か
な
席
で
新
人
賞
受
賞
の
栄え

い

誉よ

に
浸ひ

た

り
た
い
と
こ
ろ
だ
が
︑
終
始
カ
メ
ラ
に
囲
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
苛い

ら

立だ

ち
を
隠
せ
な
い
で
い
る
︒

︵
エ
︶　

本
来
光
栄
な
場
で
あ
る
は
ず
な
の
に
︑
自
分
に
ス
ポ
ッ
ト
が
あ
た
っ
て
戸と

惑ま
ど

う
ば
か
り
か
︑居
た
た
ま
れ
な
い
思
い
ま
で
抱い

だ

い
て
い
る
︒
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︻
問
４
︼　

Ａ

~

Ｄ

に
当
て
は
ま
る
語
と
し
て
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
︑︵
ア
︶~︵
カ
︶の
記
号
で
答
え
な
さ
い
︒
た
だ
し
︑

同
じ
記
号
は
２
度
以
上
用
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
︒

︵
ア
︶　

よ
ほ
ど　
　
　
　
︵
イ
︶　

ほ
と
ん
ど　
　
　
︵
ウ
︶　

だ
ん
だ
ん
と　
　
　
　

︵
エ
︶　

よ
も
や　
　
　
　
︵
オ
︶　

め
っ
た
に　
　
　
︵
カ
︶　

こ
っ
そ
り
と　
　

︻
問
５
︼　　
　
　

③
﹁
し
か
し
叫
ぶ
わ
け
に
も
い
か
ず
︑
奥
歯
を
ぎ
ゅ
っ
と
噛
み
し
め
て
こ
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
﹂
と
あ
り
ま
す
が
︑
こ
こ
か

ら
う
か
が
え
る
﹁
ぼ
く
﹂
の
様
子
に
つ
い
て
説
明
し
た
次
の
文
章
を
読
ん
で
︑ 

ａ

~

ｄ

に
当
て
は
ま
る
も
の
を
選
び
︑
そ
れ
ぞ
れ

︵
ア
︶
~
︵
カ
︶
の
記
号
で
答
え
な
さ
い
︒

　

新
人
賞
を
受
賞
し
た
﹁
ぼ
く
﹂
は

ａ

で
し
た
が
︑
は
じ
め
て
自
ら
の
仕
事
の
成
果
で
あ
る
単
行
本
を
手
に
し
て
︑
相
変
わ
ら
ず

授
賞
式
の
時
の
思
い
を
引
き
ず
っ
て
は
い
る
も
の
の
︑

ｂ

を
得
て
い
ま
す
︒
そ
の
一
方
で
︑
な
ん
と
か

ｃ

も
感
じ
ら
れ

ま
す
︒
そ
の
後
﹁
ぼ
く
﹂
は
編
集
者
に
対
し
︑﹁
ば
っ
ち
り
で
す
﹂
と
答
え
ま
す
︒
こ
こ
か
ら
は
︑
こ
れ
ま
で
と
は
変
わ
っ
て
小
説
家
と

し
て
歩
ん
で
い
く
こ
と
を

ｄ

が
見
て
取
れ
る
の
で
す
︒

︵
ア
︶　

自
覚
的
に
選
び
取
る
姿
勢　
　
　
　
︵
イ
︶　

身み

の
丈た

け

に
合
わ
な
い
考
え　
　
　
︵
ウ
︶　

浮
き
足
立
つ
ば
か
り
の
内
面　

︵
エ
︶　

平
静
を
保
と
う
と
す
る
一
面　
　
　
︵
オ
︶　

現
実
感
を
も
て
な
い
様
子　
　
　
︵
カ
︶　

実
感
の
こ
も
っ
た
強
い
喜
び
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︻
問
６
︼　　
　
　

④
﹁
せ
っ
ぱ
詰つ

ま
っ
た
﹂︑
⑨
﹁
お
こ
が
ま
し
い
﹂
と
あ
り
ま
す
が
︑
こ
れ
ら
の
意
味
と
し
て
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ

選
び
︑︵
ア
︶
~
︵
オ
︶
の
記
号
で
答
え
な
さ
い
︒

︵
ア
︶　

品
が
良
く
言
葉
や
行
い
が
控ひ

か

え
め
で
あ
る
こ
と
︒ 

︵
イ
︶　

対
立
し
て
︑
た
が
い
に
負
け
な
い
よ
う
争
う
こ
と
︒  

︵
ウ
︶　

物
事
が
差さ

し
迫せ

ま

っ
て
ど
う
に
も
な
ら
な
く
な
る
こ
と
︒

︵
エ
︶　

寝ね

て
も
覚
め
て
も
そ
れ
ば
か
り
考
え
て
し
ま
う
こ
と
︒

︵
オ
︶　

身み

の
程ほ

ど

を
わ
き
ま
え
な
い
よ
う
で
気き

恥は

ず
か
し
い
こ
と
︒

︻
問
７
︼　　
　
　

⑤
﹁
女
の
子
を
好
き
に
な
る
の
に
似
て
い
た
﹂
と
あ
り
ま
す
が
︑
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
︒
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
選
び
︑

︵
ア
︶
~
︵
エ
︶
の
記
号
で
答
え
な
さ
い
︒

︵
ア
︶　

ど
う
い
う
わ
け
か
そ
の
本
の
こ
と
し
か
考
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
︑
何
と
し
て
で
も
手
に
入
れ
な
い
と
お
さ
ま
ら
な
い
思
い
に
駆

ら
れ
て
い
た
︑
と
い
う
こ
と
︒   

︵
イ
︶　

自
分
な
り
に
必
死
に
手
に
入
れ
る
方
法
を
考
え
て
い
た
け
れ
ど
も
︑
い
つ
し
か
手
に
入
れ
る
こ
と
自
体
が
目
的
と
な
っ
て
執

し
ゅ
う

着ち
ゃ
く

心し
ん

が
生

ま
れ
て
い
た
︑
と
い
う
こ
と
︒    

︵
ウ
︶　

到と
う

底て
い

自
分
に
は
手
が
届
か
な
い
本
で
あ
る
と
分
か
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
︑
か
え
っ
て
欲ほ

し
い
気
持
ち
を
抑お

さ

え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
︒

︵
エ
︶　

実
像
に
つ
い
て
何
も
分
か
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
わ
ず
か
な
情
報
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
こ
と
で
自
分
勝
手
な
想
像
を
ふ
く
ら

ま
せ
て
い
た
︑
と
い
う
こ
と
︒
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︻
問
８
︼　　
　
　

⑥
﹁
盗
ん
だ
本
は
︑
ず
っ
と
ぼ
く
の
本
棚
に
お
さ
ま
り
続
け
て
い
る
﹂
と
あ
り
ま
す
が
︑
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
︒
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
︒

　
﹁
ぼ
く
﹂
に
と
っ
て
﹁
盗
ん
だ
本
﹂
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
︑
振ふ

り
返か

え

っ
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
︒

　

高
校
生
だ
っ
た
﹁
ぼ
く
﹂
は
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
で
強
烈
に
心
惹
か
れ
る
本
に
出
会
い
︑
そ
の
本
を
盗
ん
で
し
ま
い
ま
す
︒

　
　
　

 　
　
　
　
　

 ︵
ア
︶　

あ
ま
り
に
も
簡
単
に
盗
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
拍

ひ
ょ
う

子し

抜ぬ

け
す
る

﹁
ぼ
く
﹂
は ︵
１
︶　 ︵
イ
︶　

生
ま
れ
て
初
め
て
万
引
き
を
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
動ど

う

揺よ
う

す
る       

一
方
で
︑

　
　
　

 　
　
　
　
　

 ︵
ウ
︶　

お
ば
あ
さ
ん
に
対
し
て
申
し
訳
な
い
こ
と
を
し
た
と
後こ

う

悔か
い

す
る

　
　
　

 

︵
エ
︶　

よ
う
や
く
手
に
入
れ
た
本
を
一
刻
も
早
く
読
み
始
め
た
い
と
い
う
一
心

 ︵
２
︶　 ︵
オ
︶　

今
日
の
う
ち
に
最
後
ま
で
読
み
切
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
強

き
ょ
う

迫は
く

観
念       

か
ら
家
ま
で
急
ぎ
︑
自
分
の

　
　
　

 

︵
カ
︶　

汗
ば
ん
だ
手
に
よ
っ
て
本
が
傷い

た

ん
で
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安

部
屋
に
駆か

け
込こ

み
ま
し
た
︒
本
を
開
く
と
そ
の
世
界
に
す
っ
か
り
没ぼ

つ

入に
ゅ
うし

て
し
ま
う
の
で
し
た
︒
こ
の
本
を
読
ん
で
﹁
ぼ
く
﹂
は

　
　
　

 

︵
キ
︶　

そ
の
感
動
を
と
ぼ
し
い
言
葉
で
し
か
表
現
で
き
な
い
自
分
の
不ふ

甲が

斐い

な
さ

 ︵
３
︶　 ︵
ク
︶　

万
引
き
す
る
こ
と
で
こ
の
本
を
手
に
入
れ
て
し
ま
っ
た
自
分
の
情
け
な
さ     

を
痛
感
し
た
の
で
す
︒

　
　
　

 

︵
ケ
︶　

こ
ん
な
本
を
な
に
げ
な
く
店
頭
に
置
い
て
い
る
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
の
す
ご
さ

　
　
　
　
　
　
　
　

 

︵
コ
︶　

自
分
の
言
葉
で
何
か
書
い
て
い
き
た
い

こ
の
経
験
は ︵
４
︶　 ︵
サ
︶　

自
分
も
世
間
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
た
い      
と
い
う
思
い
を
﹁
ぼ
く
﹂
に
も
た
ら
し
た
よ
う
で
す
︒

　
　
　
　
　
　
　
　

 

︵
シ
︶　

自
分
を
お
と
し
め
る
こ
と
を
や
め
た
い

そ
ん
な
一
冊
で
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
今
も
そ
の
本
は
﹁
ぼ
く
﹂
の
本
棚
に
お
さ
ま
り
続
け
て
い
る
の
で
し
ょ
う
︒
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︻
問
９
︼　

Ｅ

~

Ｇ

に
当
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
︑︵
ア
︶
~
︵
カ
︶
の
記
号
で
答
え
な
さ
い
︒

︵
ア
︶　

頬ほ
お

を
は
ら
れ
た

︵
イ
︶　

頭
を
な
で
ら
れ
た

︵
ウ
︶　

今
日
の
晩
ご
飯
が
大
好
物
の
唐か

ら

揚あ

げ
だ
と
分
か
っ
た　
　

︵
エ
︶　

住
宅
街
を
ピ
ン
ポ
ン
ダ
ッ
シ
ュ
し
て
走
り
ま
わ
っ
た　

 

︵
オ
︶　

や
っ
と
手
に
入
れ
た
レ
ア
な
カ
ー
ド
を
先
生
に
取
り
上
げ
ら
れ
た

︵
カ
︶　

自
分
は
凶

き
ょ
う

悪あ
く

事
件
の
加
害
者
で
︑
警
察
に
い
か
ず
被ひ

害が
い

者し
ゃ

の
家
に
自
首
し
に
き
た

︻
問
10
︼　　
　
　

⑦
﹁﹃
見
ま
す
か
︑
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
﹄
女
の
人
は
立
ち
上
が
っ
て
手
招
き
を
し
た
﹂
と
あ
り
ま
す
が
︑
な
ぜ
で
す
か
︒
次
の
中
か
ら
最

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

︵
ア
︶　

店
を
取と

り
壊こ

わ

し
て
し
ま
う
前
に
︑
祖
母
が
﹁
ぼ
く
﹂
に
渡わ

た

そ
う
と
し
て
い
た
本
を
見
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
た
か
ら
︒

︵
イ
︶　

ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
に
つ
い
て
語
る
様
子
か
ら
︑﹁
ぼ
く
﹂
が
お
店
に
特
別
な
思
い
を
も
っ
て
い
る
ら
し
い
と
考
え
た
か
ら
︒

︵
ウ
︶　

本
を
返
し
に
来
る
よ
う
な
人
な
ら
ば
︑
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
に
多
少
の
支し

援え
ん

を
し
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
た
か
ら
︒

︵
エ
︶　

祖
母
に
対
す
る
謝
罪
で
あ
る
な
ら
ば
︑
居
間
で
は
な
く
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
で
こ
そ
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
︒
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︻
問
11
︼　　
　
　

⑧
﹁
女
の
人
は
積
み
上
げ
ら
れ
た
本
の
表
紙
を
︑そ
っ
と
撫な

で
さ
す
り
な
が
ら
言
葉
を
つ
な
ぐ
﹂
と
あ
り
ま
す
が
︑こ
こ
で
の
﹁
女
の
人
﹂

の
様
子
の
説
明
と
し
て
︑
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
︑︵
ア
︶
~
︵
エ
︶
の
記
号
で
答
え
な
さ
い
︒

︵
ア
︶　

す
っ
か
り
色
あ
せ
て
い
る
本
を
前
に
し
て
︑
祖
母
の
思
い
を
生
前
に
理
解
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
悔く

や
ん
で
い
る
様
子
︒

︵
イ
︶　

過
ぎ
去
っ
た
時
を
確
か
め
︑
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
を
閉
じ
た
の
は
や
む
を
得
な
か
っ
た
と
自
ら
に
言
い
聞
か
せ
て
い
る
様
子
︒

︵
ウ
︶　

か
つ
て
祖
母
が
手
に
し
た
は
ず
の
本
に
触ふ

れ
な
が
ら
語
る
こ
と
で
︑
そ
の
思
い
出
を
改
め
て
愛い

と

お
し
ん
で
い
る
様
子
︒

︵
エ
︶　

家
族
と
の
時
間
よ
り
も
読
書
の
楽
し
み
を
優
先
し
て
い
た
祖
母
を
思
い
出
し
て
︑
複
雑
な
思
い
を
抱
い
て
い
る
様
子
︒

︻
問
12
︼　　
　
　

⑩
﹁
世
界
に
通
じ
る
ち
い
さ
な
扉
は
︑
近
々
き
っ
と
開
く
の
だ
ろ
う
か
ら
﹂
と
あ
り
ま
す
が
︑
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
︒
こ
れ
に
関
す

る
次
の
説
明
文
を
読
ん
で
︑ 
ａ

~ 

ｄ

に
当
て
は
ま
る
も
の
を
選
び
︑
そ
れ
ぞ
れ
︵
ア
︶
~
︵
ク
︶
の
記
号
で
答
え
な
さ
い
︒

　
﹁
ぼ
く
﹂
は
︑
十
数
年
ぶ
り
に
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
に
足
を
踏
み
入
れ
ま
す
︒
記
憶
の
ま
ま
の
店て

ん

舗ぽ

の
中
で
︑
孫
の
女
性
か
ら
︑
お
ば
あ
さ
ん

と
本
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
話
を
聞
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
︒

　

お
ば
あ
さ
ん
に
と
っ
て
︑
本
を
読
む
こ
と
と
は
︑

ａ

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
語
る
女
性
の
言
葉
を
聞
き
︑﹁
ぼ
く
﹂
は
店
の

中
に
積
ま
れ
た
本
の
上
に
︑
自
分
の
単
行
本
を
そ
っ
と
置
き
ま
す
︒
女
性
に
は
内
緒
で
︒
こ
の
行こ

う

為い

を
通
し
て
﹁
ぼ
く
﹂
は
︑

ｂ

を
得
て
い
る
よ
う
で
す
︒

　

孫
の
女
性
は
︑ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
を
い
つ
か
図
書
館
の
よ
う
に
解
放
し
た
い
︑と
語
っ
て
い
ま
す
︒
そ
れ
は
︑

ｃ

か
ら
の
こ
と
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
︒﹁
そ
う
な
っ
て
ほ
し
い
﹂
と
︑﹁
ぼ
く
﹂
も
答
え
て
い
ま
す
︒

　

店
を
後
に
し
︑昔
の
ま
ま
の
姿
で
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
が
開
い
て
い
る
光
景
を
想
像
し
た
﹁
ぼ
く
﹂
は
︑

ｄ

を
新
た
に
し
て
い
ま
す
︒

そ
れ
は
︑
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
と
そ
こ
に
並
ぶ
本
た
ち
が
︑
世
界
に
通
じ
る
扉
に
他
な
ら
な
い
と
感
じ
た
か
ら
で
し
ょ
う
︒
そ
の
本
棚
の

一
角
を
占
め
る
よ
う
な
作
品
を
生
み
出
す
作
家
と
な
っ
て
い
こ
う
と
す
る
﹁
ぼ
く
﹂
の
思
い
を
︑
こ
こ
か
ら
は
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
す
︒

　

今
︑
全
国
で
書
店
の
閉
店
が
相
次
い
で
い
ま
す
︒
と
り
わ
け
小
規
模
の
個
人
経
営
店
が
数
を
減
ら
し
て
お
り
︑
全
国
の
４
分
の
１
以
上
の

自
治
体
で
書
店
が
存
在
し
な
い
と
い
い
ま
す
︒
立
ち
並
ぶ
本
棚
を
ゆ
っ
く
り
と
眺
め
る
こ
と
で
思
い
が
け
な
い
一
冊
に
出
会
い
︑
新
し
い
世

界
の
扉
と
な
っ
て
い
た
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
も
一い

っ

旦た
ん

は
店
を
閉
じ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
︒
し
か
し
︑
孫
の
女
性
は
図
書
館
の
よ
う
な
形
で
ミ

ツ
ザ
ワ
書
店
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
言
っ
て
い
ま
し
た
︒
町
の
人
々
に
と
っ
て
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
は
新
た
な
世
界
の
扉
と
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
︒

皆み
な

さ
ん
も
︑
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
の
よ
う
に
︑
あ
な
た
と
の
出
会
い
を
待
つ
無
数
の
本
を
揃そ

ろ

え
た
︑
世
界
に
通
じ
る
扉
と
な
る
書
店
や
図
書
館
に

実
際
に
足
を
運
ん
で
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
︒
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︻
問
11
︼　　
　
　

⑧
﹁
女
の
人
は
積
み
上
げ
ら
れ
た
本
の
表
紙
を
︑そ
っ
と
撫な

で
さ
す
り
な
が
ら
言
葉
を
つ
な
ぐ
﹂
と
あ
り
ま
す
が
︑こ
こ
で
の
﹁
女
の
人
﹂

の
様
子
の
説
明
と
し
て
︑
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
︑︵
ア
︶
~
︵
エ
︶
の
記
号
で
答
え
な
さ
い
︒

︵
ア
︶　

す
っ
か
り
色
あ
せ
て
い
る
本
を
前
に
し
て
︑
祖
母
の
思
い
を
生
前
に
理
解
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
悔く

や
ん
で
い
る
様
子
︒

︵
イ
︶　

過
ぎ
去
っ
た
時
を
確
か
め
︑
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
を
閉
じ
た
の
は
や
む
を
得
な
か
っ
た
と
自
ら
に
言
い
聞
か
せ
て
い
る
様
子
︒

︵
ウ
︶　

か
つ
て
祖
母
が
手
に
し
た
は
ず
の
本
に
触ふ

れ
な
が
ら
語
る
こ
と
で
︑
そ
の
思
い
出
を
改
め
て
愛い

と

お
し
ん
で
い
る
様
子
︒

︵
エ
︶　

家
族
と
の
時
間
よ
り
も
読
書
の
楽
し
み
を
優
先
し
て
い
た
祖
母
を
思
い
出
し
て
︑
複
雑
な
思
い
を
抱
い
て
い
る
様
子
︒

︻
問
12
︼　　
　
　

⑩
﹁
世
界
に
通
じ
る
ち
い
さ
な
扉
は
︑
近
々
き
っ
と
開
く
の
だ
ろ
う
か
ら
﹂
と
あ
り
ま
す
が
︑
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
︒
こ
れ
に
関
す

る
次
の
説
明
文
を
読
ん
で
︑ 

ａ

~ 

ｄ

に
当
て
は
ま
る
も
の
を
選
び
︑
そ
れ
ぞ
れ
︵
ア
︶
~
︵
ク
︶
の
記
号
で
答
え
な
さ
い
︒

　
﹁
ぼ
く
﹂
は
︑
十
数
年
ぶ
り
に
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
に
足
を
踏
み
入
れ
ま
す
︒
記
憶
の
ま
ま
の
店て

ん

舗ぽ

の
中
で
︑
孫
の
女
性
か
ら
︑
お
ば
あ
さ
ん

と
本
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
話
を
聞
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
︒

　

お
ば
あ
さ
ん
に
と
っ
て
︑
本
を
読
む
こ
と
と
は
︑

ａ

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
語
る
女
性
の
言
葉
を
聞
き
︑﹁
ぼ
く
﹂
は
店
の

中
に
積
ま
れ
た
本
の
上
に
︑
自
分
の
単
行
本
を
そ
っ
と
置
き
ま
す
︒
女
性
に
は
内
緒
で
︒
こ
の
行こ

う

為い

を
通
し
て
﹁
ぼ
く
﹂
は
︑

ｂ

を
得
て
い
る
よ
う
で
す
︒

　

孫
の
女
性
は
︑ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
を
い
つ
か
図
書
館
の
よ
う
に
解
放
し
た
い
︑と
語
っ
て
い
ま
す
︒
そ
れ
は
︑

ｃ

か
ら
の
こ
と
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
︒﹁
そ
う
な
っ
て
ほ
し
い
﹂
と
︑﹁
ぼ
く
﹂
も
答
え
て
い
ま
す
︒

　

店
を
後
に
し
︑昔
の
ま
ま
の
姿
で
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
が
開
い
て
い
る
光
景
を
想
像
し
た
﹁
ぼ
く
﹂
は
︑

ｄ

を
新
た
に
し
て
い
ま
す
︒

そ
れ
は
︑
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
と
そ
こ
に
並
ぶ
本
た
ち
が
︑
世
界
に
通
じ
る
扉
に
他
な
ら
な
い
と
感
じ
た
か
ら
で
し
ょ
う
︒
そ
の
本
棚
の

一
角
を
占
め
る
よ
う
な
作
品
を
生
み
出
す
作
家
と
な
っ
て
い
こ
う
と
す
る
﹁
ぼ
く
﹂
の
思
い
を
︑
こ
こ
か
ら
は
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
す
︒

　

今
︑
全
国
で
書
店
の
閉
店
が
相
次
い
で
い
ま
す
︒
と
り
わ
け
小
規
模
の
個
人
経
営
店
が
数
を
減
ら
し
て
お
り
︑
全
国
の
４
分
の
１
以
上
の

自
治
体
で
書
店
が
存
在
し
な
い
と
い
い
ま
す
︒
立
ち
並
ぶ
本
棚
を
ゆ
っ
く
り
と
眺
め
る
こ
と
で
思
い
が
け
な
い
一
冊
に
出
会
い
︑
新
し
い
世

界
の
扉
と
な
っ
て
い
た
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
も
一い

っ

旦た
ん

は
店
を
閉
じ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
︒
し
か
し
︑
孫
の
女
性
は
図
書
館
の
よ
う
な
形
で
ミ

ツ
ザ
ワ
書
店
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
言
っ
て
い
ま
し
た
︒
町
の
人
々
に
と
っ
て
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
は
新
た
な
世
界
の
扉
と
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
︒

皆み
な

さ
ん
も
︑
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
の
よ
う
に
︑
あ
な
た
と
の
出
会
い
を
待
つ
無
数
の
本
を
揃そ

ろ

え
た
︑
世
界
に
通
じ
る
扉
と
な
る
書
店
や
図
書
館
に

実
際
に
足
を
運
ん
で
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
︒

　
　

（
ア
）　

自
分
が
こ
の
書
店
を
背
負
っ
て
い
く
と
い
う
実
感

（
イ
）　

自
分
の
知
ら
な
か
っ
た
世
界
へ
の
扉
を
開
く
こ
と　
　

（
ウ
）　

ど
こ
に
も
行
け
な
い
寂さ

び

し
さ
を
埋う

め
て
く
れ
る
も
の　
　
　

（
エ
）　

ど
ん
な
形
で
も
小
説
を
書
い
て
い
こ
う
と
い
う
決
意　
　
　
　

（
オ
）　

世
界
へ
の
扉
に
つ
い
て
描え

が

か
れ
た
本
を
集
め
た
い
と
い
う
思
い

（
カ
）　

自
分
の
本
が
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
の
一
員
と
な
る
こ
と
へ
の
深
い
喜
び

（
キ
）　

新
し
い
時
代
に
合
わ
せ
て
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
を
変
え
よ
う
と
す
る
熱
意

（
ク
）　

本
に
対
す
る
お
ば
あ
さ
ん
の
思
い
を
受う

け
継つ

い
で
い
き
た
い
と
い
う
考
え
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そ
も
そ
も
︑﹁
国
語
﹂
と
は
何
な
の
で
し
ょ
う
か
？

　

国
語
は
ど
う
し
て
﹁
国
語
﹂
っ
て
言
う
の
で
し
ょ
う
︒
ど
う
し
て
国
語
の
授
業
で
は
︑
現
代
文
だ
け
で
な
く
古
文
や
漢
文
も
勉
強
し
た
り
す
る
の
で
し
ょ

う
︒
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
﹁
国
語
﹂
な
の
か
︑
そ
し
て
そ
の
外
側
に
は
何
が
あ
る
の
か
︒
①
大
き
く
見
取
り
図
を
描
い
て
み
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
ょ
う
︒

　
﹁
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
頃こ

ろ

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
︑
②
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

ational Language

﹂
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

y favorite subject is English.

﹂ 

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

y favorite subject is Japanese.

﹂
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
︒
台た

い

湾わ
ん

人じ
ん

の
両
親
と
と
も
に
︑
三
歳
に
な
る
か
な
ら
な
い
か
と
い
う
頃こ

ろ

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
︒

 

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

Ⅱ
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︵
そ
れ
じ
ゃ
あ
︑
わ
た
し
が
ず
っ
と
台た

い

湾わ
ん

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

ち
ゅ
う

華か

民み
ん

国こ
く

︶
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guóyú

﹂︵
台
湾
も
﹁
国
語
﹂
な
ん
で
す
ね
︶
と
し
て
学
校
で
教
わ
る
の
は
北
京
の
言
葉
を
ベ
ー
ス

に
し
た
中
国
語
で
す
︒
日
本
に
暮
ら
し
て
日
本
の
学
校
に
通
っ
た
温
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
さ
ん
︒
そ
の
ふ
た
つ
の
道
を
分
け
た
の
は
ほ
ん
の
偶ぐ

う

然ぜ
ん

に
す
ぎ
ま
せ
ん
︒
た
ま
た
ま
暮
ら
し
た
環か

ん

境き
ょ
うが

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
︒
国こ

く

籍せ
き

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
︒

　

Ａ

　
　
　
　

　

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
誰だ

れ

か
﹂
と
い
う

問
い
の
端は

し

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

し
ょ
う

介か
い

し
ま
し
ょ
う
︒
こ
ん
な
お
話
で
す
︒
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舞ぶ

台た
い

は
十
九
世
紀
後
半
︑
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
の
国
境
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
獄ご

く

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
﹂︶

　

教
室
の
村
人
た
ち
も
︑
ア
メ
ル
先
生
の
授
業
を
真し

ん

剣け
ん

に
聞
き
ま
し
た
︒
そ
し
て
十
二
時
の
鐘か

ね

が
な
る
と
同
時
に
︑
プ
ロ
シ
ア
兵
の
ラ
ッ
パ
が
窓
の
下
で
鳴な

り
響ひ

び

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
奪う

ば

わ
れ
て
も
︑
自
分
で
自
分
を
解

放
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
批
判
で
す
︒
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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
国
境
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
土
着
の
言
語
︵
ア
ル
ザ
ス
語
︶
は
︑
フ
ラ

ン
ス
語
よ
り
も
む
し
ろ
ド
イ
ツ
語
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
︑

フ
ラ
ン
ス
語
は
ド
イ
ツ
語
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
︑
③
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
証

し
ょ
う

拠こ

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
︒
④
は
た
し
て
そ
れ
を
﹁
自
分
の
言
葉
﹂
と
言
え
る
の
で
し
ょ
う
か
︒

　

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
感
傷
を
か
き
た
て
る
よ
う
な
書
き
方
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
︒
で
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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
批
判
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
独
善
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
批
判
で
す
ね
︒
そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
批
判
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
批
判
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
︑

Ｂ

に
入い

れ
替か

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
養
育
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
認に

ん

識し
き

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
典
型
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
し
た
︒

　

Ｃ

︑
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
︒

Ｄ

カ
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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
︒

　

Ｅ

︑
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
︒

Ｆ

︑
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

し
ょ
う

滅め
つ

す
る
危
機
を
迎む

か

え
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
︒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

︵
中
略
︶

　

わ
た
し
た
ち
が
﹁
国
語
﹂
と
し
て
学
ぶ
の
は
現
代
日
本
語
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒﹁
古
典
﹂
す
な
わ
ち
古
文
・
漢
文
も
学
び
ま
す
︒
古
文
は
古
い
日
本

語
で
あ
る
か
ら
ま
だ
し
も
︑
漢
文
は
古
い
中
国
語
で
す
︒
な
ぜ
︑﹁
国
語
﹂
と
し
て
勉
強
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
︒

　

明
治
時
代
に
国
家
に
よ
る
学
校
教
育
が
始
ま
っ
て
以
来
︑﹁
国
語
﹂︵
当
初
は
﹁
国
語
及お

よ
び漢

文
﹂︶
と
い
う
教
科
の
中
で
は
古
文
・
漢
文
が
教
え
ら
れ
て
き

ま
し
た
︒
し
か
し
︑﹁
中
学
校
教
授
要
目
﹂
な
ど
を
見
て
み
る
と
︑
明
治
の
初
め
の
頃
の
古
文
・
漢
文
を
学
ぶ
理
由
は
︑
今
と
は
少
し
違
っ
た
よ
う
で
す
︒

　

明
治
時
代
前
半
は
︑
ま
だ
﹁
言
文
一い

っ

致ち

﹂
の
試し

行こ
う

錯さ
く

誤ご

の
真
っ
最
中
︒
当
時
の
書
き
言
葉
と
い
え
ば
文
語
文
で
し
た
︒
文
語
文
と
い
う
の
は
︑
み
な
さ
ん

が
学
校
で
習
う
い
わ
ゆ
る
﹁
古
典
文
法
﹂
に
の
っ
と
っ
て
書
か
れ
た
文
章
の
こ
と
で
す
︒
で
す
か
ら
︑
日
常
的
な
読
み
書
き
に
お
い
て
古
文
と
の
接
点
を
持

た
な
い
現
在
の
わ
た
し
た
ち
と
異
な
り
︑
当
時
の
人
た
ち
に
と
っ
て
は
︑
古
文
は
書
き
言
葉
を
学
ぶ
際
に
直
接
お
手
本
に
な
り
得
る
も
の
で
し
た
︒

　

平
安
時
代
頃
に
遡

さ
か
の
ぼれ

ば
︑
書
き
言
葉
と
話
し
言
葉
は
そ
れ
ほ
ど
違
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒
鎌か

ま

倉く
ら

時
代
︑
室む

ろ

町ま
ち

時
代
︑
江え

戸ど

時
代
と
時
代
を
く

だ
る
に
つ
れ
て
︑
話
し
言
葉
は
ど
ん
ど
ん
変
化
し
て
い
く
の
に
対
し
て
︑
書
き
言
葉
は
そ
れ
ほ
ど
変
わ
り
ま
せ
ん
︒
明
治
時
代
に
な
る
頃
に
は
︑
両
者
の
距き

ょ

離り

は
非
常
に
大
き
く
な
っ
て
い
ま
し
た
︒
そ
れ
を
ど
う
や
っ
て
一
致
さ
せ
る
か
︑
ど
う
す
れ
ば
話
す
よ
う
に
書
く
こ
と
が
で
き
る
か
︑
と
模も

索さ
く

し
て
い
た
の

が
﹁
言
文
一
致
﹂
の
運
動
で
す
︒
そ
し
て
︑
⑤
話
し
言
葉
に
書
き
言
葉
を
近
づ
け
た
結
果
︑
今
の
わ
た
し
た
ち
は
古
文
と
の
接
点
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
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う
わ
け
で
す
︒

　

た
だ
し
︑
書
き
言
葉
は
話
し
言
葉
ほ
ど
大
き
く
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
は
い
え
︑
実
は
鎌
倉
時
代
頃
に
重
要
な
変
化
が
あ
り
ま
し
た
︒
そ
れ
は
︑
和
語
︵
や

ま
と
こ
と
ば
︶
を
中
心
に
ひ
ら
が
な
で
書
か
れ
た
和
文
体
と
漢
語
や
漢
文
の
要
素
と
が
融ゆ

う

合ご
う

し
た
﹁
和
漢
混こ

ん

淆こ
う

文ぶ
ん

﹂
と
呼
ば
れ
る
文
体
が
で
き
た
こ
と
で
す

︵﹁
混こ

ん

淆こ
う

﹂
と
い
う
の
は
︑﹁
ま
ぜ
こ
ぜ
﹂
と
い
う
こ
と
で
す
︶︒

　

漢
文
は
も
と
も
と
中
国
か
ら
入
っ
て
き
た
外
国
語
の
文
章
で
︑
語
順
な
ど
も
日
本
語
と
は
異
な
り
ま
す
︒
昔
の
日
本
の
人
た
ち
は
︑
そ
れ
を
日
本
語
と
し

て
意
味
が
通
る
よ
う
に
順
番
を
入
れ
替
え
な
が
ら
読
み
下
し
て
い
く
﹁
訓く

ん

読ど
く

﹂
と
い
う
方
法
を
編
み
出
し
ま
し
た
︒
平
安
時
代
の
頃
は
︑
漢
文
は
政
治
や
学

問
を
行
う
た
め
の
公
式
の
言
語
で
︑
漢
文
を
訓
読
し
た
文
章
も
︑
日
本
語
と
し
て
読
ん
で
い
る
と
は
い
え
︑
普ふ

段だ
ん

使づ
か

い
の
和
文
の
言
葉
と
は
異
な
る
ス
タ
イ

ル
︒
私
的
な
や
り
と
り
を
す
る
た
め
に
使
う
和
文
︵
当
時
の
話
し
言
葉
に
近
い
の
は
こ
ち
ら
で
す
︶
と
交
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒
し
か
し
鎌
倉

時
代
以
降
︑
両
方
の
要
素
が
一
つ
の
文
体
の
中
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
︒

　

そ
れ
ぞ
れ
実
際
に
ど
ん
な
文
体
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
︒

　

平
安
時
代
の
和
文
の
代
表
と
し
て
﹁
源
氏
物
語
﹂
の
冒ぼ

う

頭と
う

を
見
て
み
ま
し
ょ
う
︒

　

い
づ
れ
の
御お

お
ん
と
き時に

か
︑
女

に
ょ
う

御ご

︑
更こ

う
い衣

あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ひ
給た

ま

ひ
け
る
中
に
︑
い
と
や
ん
ご
と
な
き
際き

わ

に
は
あ
ら
ぬ
が
︑
す
ぐ
れ
て
と
き
め
き
給
ふ
有

り
け
り
︒ 

︵﹁
源
氏
物
語
﹂ 

桐き
り

壺つ
ぼ

︶

　

和
語
︵
や
ま
と
こ
と
ば
︶
が
多
く
使
わ
れ
て
い
て
︑
ひ
ら
が
な
が
多
い
で
す
ね
︒
省
略
も
多
い
し
︑﹁
に
﹂﹁
が
﹂
と
い
っ
た
助
詞
を
介
し
て
ぬ
る
ぬ
る
と

文
が
続
い
て
い
く
と
こ
ろ
が
︑
読
み
に
く
い
と
感
じ
る
人
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒

　

次
に
︑
鎌
倉
時
代
の
和
漢
混
淆
文
の
作
品
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
︒
こ
ち
ら
の
代
表
選
手
は
︑﹁
平
家
物
語
﹂
な
ど
の
軍
記
物
︒
こ
ち
ら
も
有
名
な
冒
頭
部

分
を
見
て
み
ま
す
︒
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祇ぎ

園お
ん

精し
ょ
う

舎じ
ゃ

の
鐘
の
声
︑
諸
行
無
常
の
響ひ

び
きあ

り
︒
娑し

ゃ

羅ら

双そ
う

樹じ
ゅ

の
花
の
色
︑
盛

じ
ょ
う

者し
ゃ

必ひ
っ

衰す
い

の
こ
と
わ
り
を
あ
ら
は
す
︒
奢お

ご

れ
る
人
も
久
し
か
ら
ず
︑
唯た

だ

春

の
夜よ

の
夢
の
ご
と
し
︒
た
け
き
者
も
遂つ

い

に
は
ほ
ろ
び
ぬ
︑
偏ひ

と
えに

風
の
前
の
塵ち

り

に
同
じ
︒ 

︵﹁
平
家
物
語
﹂ 

祇
園
精
舎
︶

　

漢
字
で
書
か
れ
た
漢
語
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
ね
︒﹁
~
の
ご
と
し
﹂﹁
~
に
同
じ
﹂
な
ど
の
言
い
回
し
も
漢
文
を
訓
読
す
る
時
に
よ
く
出
て
く
る
形
で
す
︒

比ひ

較か
く

的て
き

短
い
文
が
サ
ク
サ
ク
と
続
い
て
︑
先
に
示
し
た
和
文
の
例
と
比
べ
る
と
︑
か
な
り
読
み
や
す
く
感
じ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒
声
に
出
し
て

読
ん
で
み
る
と
そ
の
違
い
は
い
っ
そ
う
明
ら
か
で
す
︒

　

実
は
︑
明
治
時
代
の
文
語
文
も
︑
現
在
わ
た
し
た
ち
が
用
い
る
口
語
の
漢
字
か
な
交
じ
り
文
も
︑
大
き
く
言
え
ば
和
漢
混
淆
文
の
子
孫
で
す
︒
で
す
か
ら
︑

和
漢
混
淆
文
で
書
か
れ
て
い
る
﹁
平
家
物
語
﹂
は
︑
和
文
体
の
﹁
源
氏
物
語
﹂
に
比
べ
る
と
︑
今
の
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
も
ず
っ
と
読
み
や
す
く
わ
か
り

や
す
い
の
で
す
︒

　

そ
う
い
う
わ
け
で
︑
こ
の
鎌
倉
時
代
以
降
の
和
漢
混
淆
文
体
の
古
文
が
︑
ま
だ
文
語
文
が
普ふ

通つ
う

に
使
わ
れ
て
い
た
明
治
時
代
前
半
に
は
︑
文
章
の
お
手
本

と
し
て
教
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
︒

　

同
様
に
︑
漢
文
そ
の
も
の
も
文
語
文
の
上
達
に
不
可
欠
な
も
の
で
し
た
︒
な
ぜ
な
ら
︑
文
語
文
に
は
漢
語
・
漢
文
の
要
素
が
た
く
さ
ん
含ふ

く

ま
れ
て
い
ま
す

し
︑
日
本
人
が
漢
文
で
書
く
︵
つ
ま
り
︑
漢
字
だ
け
を
使
い
中
国
語
の
文
法
に
従
っ
て
書
く
︶
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
か
ら
︑
古
文
だ
け
で
な
く
漢
文
も
あ
わ

せ
て
学
ぶ
こ
と
が
︑
日
本
語
の
読
み
書
き
を
上
達
さ
せ
る
た
め
直
接
的
に
役
に
立
っ
て
い
た
の
で
す
︒

　

と
こ
ろ
が
︑
や
が
て
全
国
共
通
の
話
し
言
葉
が
模
索
さ
れ
︑
文
章
の
方
も
﹁
話
す
よ
う
に
書
く
﹂
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
︒﹁
言
文
一
致
﹂
で
す
ね
︒

言
文
一
致
が
達
成
さ
れ
︑
話
す
よ
う
に
書
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
︑
今
度
は
古
文
と
現
代
文
の
間
に
距
離
が
生
じ
て
き
ま
す
︒
こ
う
な
る
と
︑
古

文
や
漢
文
は
作
文
の
お
手
本
に
は
な
り
ま
せ
ん
︒
そ
の
代
わ
り
に
︑
歴
史
的
な
価
値
を
持
つ
﹁
古
典
﹂
と
し
て
︑﹁
国
民
性
の
涵か

ん

養よ
う

﹂
の
た
め
に
学
ば
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
す
︒

　

な
ぜ
古
典
を
学
ぶ
こ
と
が
﹁
国
民
性
﹂
を
育
て
る
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
︒
そ
れ
は
︑
古
典
を
読
む
こ
と
を
通
じ
て
︑
わ
た
し
た
ち
が
共
通
の
文
化

－ 26 －－ 27 －



的
ル
ー
ツ
を
持
っ
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
す
︒﹁
源
氏
物
語
﹂
や
﹁
枕

ま
く
ら
の

草そ
う

子し

﹂︑﹁
平
家
物
語
﹂
や
﹁
徒つ

れ

然づ
れ

草ぐ
さ

﹂
を
書
い
た
の
は
︑
わ
た

し
た
ち
と
同
じ
こ
の
土
地
に
住
ん
で
日
本
語
を
使
っ
て
い
た
人
た
ち
で
︑
漢
文
で
﹁
論
語
﹂
や
﹁
史
記
﹂
を
読
ん
で
も
い
た
︒
今
の
わ
た
し
た
ち
も
そ
れ
を

読
ん
で
理
解
し
︑
共
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
う
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
す
ね
︒
⑥
一
種
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
の
で
す
が
︑
こ
の
感
覚
が
︑
わ
た
し
た
ち
を

共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
結
び
つ
け
ま
す
︒

　

現
代
文
で
あ
っ
て
も
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
定
番
教
材
﹂﹁
国
民
教
材
﹂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
作
品
は
︑
古
典
と
同
じ
よ
う
に
︑
読
者
を
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
と

し
て
結
び
つ
け
る
働
き
を
し
ま
す
︒
た
と
え
ば
︑﹁
ご
ん
ぎ
つ
ね
﹂
や
﹁
走
れ
メ
ロ
ス
﹂︑﹁
羅ら

生し
ょ
う

門も
ん

﹂
に
﹁
山
月
記
﹂
と
い
っ
た
作
品
は
︑
多
く
の
教
科
書

に
載
っ
て
い
て
多
く
の
学
校
で
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
︒
ほ
か
の
学
校
の
友
だ
ち
と
も
︑
同
じ
作
品
の
話
で
盛
り
上
が
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
し
か
も
︑
こ
れ

ら
の
作
品
は
定
番
と
な
っ
て
か
ら
時
間
が
経た

っ
て
い
ま
す
の
で
︑
お
そ
ら
く
み
な
さ
ん
の
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
の
世
代
も
学
校
で
習
っ
て
い
ま
す
︒﹁
ご

ん
︑
お
前
だ
っ
た
の
か
﹂
と
か
﹁
メ
ロ
ス
は
激げ

き

怒ど

し
た
﹂
と
か
︑
印
象
的
な
こ
れ
ら
の
文
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
で
ネ
タ
と
し
て
使
わ
れ
た
り
す
る
の
も
︑
世
代
を

問
わ
ず
み
ん
な
が
知
っ
て
い
る
か
ら
で
す
︒
そ
ん
な
ふ
う
に
︑
横
の
つ
な
が
り
だ
け
で
な
く
︑
縦
の
つ
な
が
り
も
感
じ
ら
れ
る
の
は
︑
う
れ
し
く
楽
し
い
こ

と
で
す
よ
ね
︒

　

こ
の
よ
う
な
つ
な
が
り
の
感
覚
は
︑
国
家
主
義
・
植
民
地
主
義
な
ど
と
結
び
つ
け
ば
︑
そ
の
外
側
に
い
る
人
た
ち
を
排は

い

除じ
ょ

し
た
り
抑よ

く

圧あ
つ

し
た
り
す
る
危
険

性
も
は
ら
ん
で
い
ま
す
︒
実
際
︑
戦
前
の
国
語
教
育
が
目
指
し
た
﹁
国
民
性
の
涵
養
﹂
は
︑
戦
争
に
続
い
て
い
く
も
の
で
も
あ
り
ま
し
た
︒

　

し
か
し
︑﹁
同
じ
も
の
を
読
む
﹂
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
他
者
と
つ
な
が
る
感
覚
そ
れ
自
体
は
︑
決
し
て
悪
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
古
文
や
漢
文
の

学
び
は
︑
日
本
語
共
同
体
︑
さ
ら
に
は
東
ア
ジ
ア
の
漢
字
文ぶ

ん

化か

圏け
ん

で
の
連
帯
を
作
り
出
し
ま
す
︒
そ
の
連
帯
は
︑
国
家
の
枠わ

く

に
収
ま
り
き
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
︒
も
っ
と
言
え
ば
︑
人
類
に
共
有
さ
れ
る
文
化
遺
産
と
し
て
︑ 

世
界
文
学
の
一い

っ

端た
ん

を
占
め
る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
︒
わ
た
し
た
ち
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ

ア
を
知
っ
て
い
る
よ
う
に
︑﹁
源
氏
物
語
﹂
を
知
っ
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
人
も
い
ま
す
︒
⑦
古
典
を
学
ぶ
こ
と
が
作
り
出
す
つ
な
が
り
に
は
︑
わ
た
し
た
ち
が

思
う
以
上
の
可
能
性
が
秘ひ

め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒

　

現
在
︑
国
語
の
内
容
を
規
定
す
る
学
習
指
導
要
領
で
は
︑
古
典
を
学
ぶ
意
義
や
目
的
と
し
て
﹁
国
民
性
﹂
と
い
う
言
い
方
は
し
て
い
ま
せ
ん
︒
そ
こ
で
言
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わ
れ
て
い
る
の
は
︑﹁
伝
統
的
な
言
語
文
化
﹂
を
継け

い

承し
ょ
うす

る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
今
ま
で
読よ

み
継つ

が
れ
て
き
た
作
品
を
こ
れ
か
ら
も
読
み
継
い
で
い
く
こ
と
︒

そ
れ
も
︑
な
る
べ
く
当
時
と
近
い
形
で
読
め
る
よ
う
に
す
る
こ
と
︒
そ
の
た
め
に
必
要
最
低
限
の
文
法
を
学
ぶ
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
︒

　

よ
く
考
え
て
み
る
と
︑
古
典
で
読
ま
れ
る
作
品
と
い
う
の
は
︑
明
治
時
代
に
近
代
的
な
国
家
と
い
う
枠わ

く

組ぐ

み
が
で
き
る
よ
り
も
前
に
書
か
れ
て
い
ま
す
︒

学
校
で
読
む
古
典
は
︑
学
習
指
導
要
領
や
教
科
書
検
定
と
い
う
国
の
制
度
を
通
し
て
決
ま
っ
て
い
き
ま
す
が
︑
そ
の
枠
の
中
で
お
と
な
し
く
し
て
い
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
い
う
道
理
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
自
分
に
と
っ
て
の
古
典
が
何
か
と
い
う
の
は
自
分
で
決
め
て
い
い
の
で
す
︒

　

教
科
書
に
載
ら
な
い
︵
載
せ
ら
れ
な
い
︶
作
品
の
中
に
も
面お

も

白し
ろ

い
も
の
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
︒ 

ま
た
︑
文
学
作
品
以
外
で
も
︑
地じ

震し
ん

や
天
文
の
研
究

に
使
わ
れ
る
古
文
書
や
︑
ひ
い
お
じ
い
さ
ん
・
ひ
い
お
ば
あ
さ
ん
の
日
記
や
手
紙
な
ど
も
︑
日
本
語
共
同
体
が
持
つ
文
字
の
遺
産
で
す
︒
自
分
が
つ
な
が
り

を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
作
品
を
自
分
で
探
す
た
め
に
古
文
や
漢
文
を
読
む
力
を
つ
け
る
と
い
う
の
も
︑
意
義
あ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
︒
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︻
問
１
︼　　
　
　

①
﹁
大
き
く
見
取
り
図
を
描
い
て
み
る
﹂
と
あ
り
ま
す
が
︑
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
︒
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
選
び
︑︵
ア
︶

~
︵
エ
︶
の
記
号
で
答
え
な
さ
い
︒

︵
ア
︶　

細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
は
気
に
せ
ず
に
︑
全
体
像
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
︑
と
い
う
こ
と
︒

︵
イ
︶　

よ
く
言
わ
れ
て
い
る
事こ

と

柄が
ら

に
と
ら
わ
れ
ず
︑
常
識
を
覆

く
つ
が
え

そ
う
と
す
る
︑
と
い
う
こ
と
︒

︵
ウ
︶　

様
々
な
角
度
か
ら
調
べ
︑
細
か
い
部
分
ま
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
︑
と
い
う
こ
と
︒

︵
エ
︶　

う
ま
く
い
く
か
分
か
ら
な
い
が
︑
あ
る
べ
き
姿
を
取と

り
戻も

ど

そ
う
と
す
る
︑
と
い
う
こ
と
︒

︻
問
２
︼　　
　
　

②
﹁
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
﹂
と
あ
り
ま
す
が
︑ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
︒

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

︵
ア
︶　
﹁
国
語
﹂
と
い
う
あ
り
ふ
れ
た
教
科
名
よ
り
︑
も
っ
と
適
切
な
名め

い

称し
ょ
うが

あ
る
と
は
少
し
も
考
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
︒

︵
イ
︶　
﹁
国
語
﹂
は
学
校
で
勉
強
す
る
す
べ
て
の
教
科
の
中
で
︑
と
り
わ
け
重
要
な
教
科
だ
と
思お

も

い
込こ

ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
︒

︵
ウ
︶　
﹁
国
語
﹂
と
表
紙
に
書
か
れ
て
い
れ
ば
︑
ど
ん
な
も
の
で
も
﹁
国
語
﹂
の
教
科
書
な
の
だ
と
信
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
︒

︵
エ
︶　
﹁
国
語
﹂
と
い
う
教
科
で
日
本
語
を
勉
強
す
る
の
は
当
た
り
前
で
︑
違い

和わ

感か
ん

を
覚
え
た
こ
と
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
︒
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︻
問
３
︼　

Ａ

に
当
て
は
ま
る
語
句
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
︑︵
ア
︶
~
︵
エ
︶
の
記
号
で
答
え
な
さ
い
︒

︵
ア
︶　

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

︵
イ
︶　

個
々
人
が
国
家
の
言
葉
を
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
︒

︵
ウ
︶　
﹁
国
語
﹂
と
国
家
の
言
葉
は
別
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
︒

︵
エ
︶　
﹁
国
語
﹂
は
国
家
の
言
葉
に
限
定
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
︒

︻
問
４
︼　　
　
　

③
﹁
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
﹂
と
あ
り
ま
す
が
︑
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
︒
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
選
び
︑︵
ア
︶
~
︵
エ
︶
の
記

号
で
答
え
な
さ
い
︒

︵
ア
︶　

ア
メ
ル
先
生
は
自
身
の
信
念
に
基も

と

づ
き
︑
ア
ル
ザ
ス
の
人
た
ち
の
第
一
言
語
を
フ
ラ
ン
ス
語
に
す
る
た
め
に
試
行
錯
誤
を
重
ね
て
き
た

が
︑
ア
ル
ザ
ス
の
人
た
ち
は
そ
れ
を
望
ん
で
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
︒

︵
イ
︶　

ア
メ
ル
先
生
た
ち
が
フ
ラ
ン
ス
語
の
使
用
を
強
制
し
た
こ
と
に
よ
り
︑
ア
ル
ザ
ス
語
の
尊
厳
を
傷
つ
け
ら
れ
た
と
し
て
︑
フ
ラ
ン
ツ
少

年
ら
ア
ル
ザ
ス
の
人
た
ち
の
反
発
心
が
強
ま
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
︒

︵
ウ
︶　

ア
メ
ル
先
生
は
自
身
の
職
業
的
使
命
に
従
っ
て
︑
フ
ラ
ン
ス
語
の
素す

晴ば

ら
し
さ
を
力
説
し
た
が
︑
そ
の
フ
ラ
ン
ス
語
と
は
︑
ア
ル
ザ
ス

の
人
た
ち
の
生
活
に
根
ざ
し
た
言
語
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
︒

︵
エ
︶　

ア
メ
ル
先
生
は
ア
ル
ザ
ス
の
人
た
ち
に
フ
ラ
ン
ス
語
を
教お

し

え
込こ

む
と
い
う
自
分
の
役
割
を
果
た
そ
う
と
す
る
あ
ま
り
︑手
段
を
選
ば
ず
︑

ア
ル
ザ
ス
語
を
フ
ラ
ン
ス
語
風
に
改
変
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
︒
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︻
問
５
︼　　
　
　

④
﹁
は
た
し
て
そ
れ
を
﹃
自
分
の
言
葉
﹄
と
言
え
る
の
で
し
ょ
う
か
﹂
と
あ
り
ま
す
が
︑﹁
自
分
の
言
葉
﹂
に
関
し
て
説
明
し
た
次
の

文
章
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
︒

　

フ
ラ
ン
ツ
少
年
に
と
っ
て
﹁
自
分
の
言
葉
﹂
と
は
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
︒﹁
最
後
の
授
業
﹂
の
中
で
ア
メ
ル
先
生
は
︑

　
　
　

 
︵
ア
︶　

日
常
の
言
葉
と
は
︑
と
き
に
そ
れ
を
使
う
人
を
ろ
う
獄
に
閉と

じ
込こ

め
る
も
の

 ︵
１
︶　 ︵
イ
︶　
﹁
自
分
の
言
葉
﹂
と
は
︑
そ
の
人
が
生
ま
れ
て
最
初
に
覚
え
る
言
語
の
こ
と       

で
あ
る
と
説
い
て
い
ま
す
︒

　
　
　

 

︵
ウ
︶　

言
葉
と
は
︑
自
分
自
身
を
見
失
わ
な
い
よ
う
に
す
る
手
が
か
り
と
な
る
も
の

　

こ
の
と
き
︑
ア
メ
ル
先
生
が
念
頭
に
置
い
て
い
た
守
る
べ
き
﹁
自
分
た
ち
の
言
葉
﹂
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
し
た
︒
し
か
し
︑
ア
ル
ザ
ス
地
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

︵
エ
︶　

世
界
で
い
ち
ば
ん
美
し
く
力
強
い
言
語

に
住
む
フ
ラ
ン
ツ
少
年
に
と
っ
て
フ
ラ
ン
ス
語
と
は ︵
２
︶　 ︵
オ
︶　

努
力
し
な
け
れ
ば
身
に
つ
か
な
い
言
語     

で
し
た
︒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

︵
カ
︶　

愛
国
心
や
郷
土
愛
を
か
き
立
て
る
言
語

　

一
方
︑
筆
者
の
意
見
を
踏ふ

ま
え
れ
ば
︑﹁
自
分
の
言
葉
﹂
と
は
︑

　
　
　

 

︵
キ
︶　

生
ま
れ
て
最
初
に
覚
え
る
言
語
で
あ
り
︑
あ
ら
ゆ
る
思
考
の
も
と
に
な
る
も
の

 ︵
３
︶　 ︵
ク
︶　

そ
の
人
の
経
験
を
反
映
し
た
言
語
で
あ
り
︑
個
人
の
独
自
性
を
引
き
出
す
も
の     

で
あ
る
は
ず
で
す
︒

　
　
　

 

︵
ケ
︶　

愛
国
心
を
育
む
言
語
で
あ
り
︑
自
分
た
ち
の
国
を
守
っ
て
い
く
盾た

て

と
な
る
も
の

　

や
は
り
︑
フ
ラ
ン
ツ
少
年
に
と
っ
て
︑

　
　
　

 

︵
コ
︶　
﹁
自
分
の
言
葉
が
奪
わ
れ
る
﹂
可
能
性
は
︑
も
と
も
と
無
か
っ
た

 ︵
４
︶　 ︵
サ
︶　
﹁
ろ
う
獄
の
か
ぎ
を
握
っ
て
い
る
﹂
の
は
︑
ア
メ
ル
先
生
だ
っ
た     

と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
︒

　
　
　

 

︵
シ
︶　
﹁
自
分
を
解
放
す
る
か
ぎ
﹂
と
は
︑
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
な
か
っ
た
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︻
問
６
︼　

Ｂ

に
当
て
は
ま
る
四
字
熟
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
︑︵
ア
︶
~
︵
エ
︶
の
記
号
で
答
え
な
さ
い
︒

︵
ア
︶　

十
年
一
日　
　
　
︵
イ
︶　

一い
っ

朝ち
ょ
う

一い
っ

夕せ
き　

　
　
︵
ウ
︶　

千せ
ん

載ざ
い

一い
ち

遇ぐ
う　

　
　
︵
エ
︶　

一
日
千
秋

︻
問
７
︼　

Ｃ

~

Ｆ

に
当
て
は
ま
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
︑︵
ア
︶
~
︵
エ
︶
の
記
号
で
答
え
な
さ
い
︒

︵
ア
︶　
﹇
Ｃ
﹈
と
は
い
え　

︱　
﹇
Ｄ
﹈
こ
う
し
て　

︱　
﹇
Ｅ
﹈
た
と
え
ば　

︱　
﹇
Ｆ
﹈
も
ち
ろ
ん

︵
イ
︶　
﹇
Ｃ
﹈
と
は
い
え　

︱　
﹇
Ｄ
﹈
た
と
え
ば　

︱　
﹇
Ｅ
﹈
こ
う
し
て　

︱　
﹇
Ｆ
﹈
も
ち
ろ
ん

︵
ウ
︶　
﹇
Ｃ
﹈
も
ち
ろ
ん　

︱　
﹇
Ｄ
﹈
と
は
い
え　

︱　
﹇
Ｅ
﹈
た
と
え
ば　

︱　
﹇
Ｆ
﹈
こ
う
し
て

︵
エ
︶　
﹇
Ｃ
﹈
も
ち
ろ
ん　

︱　
﹇
Ｄ
﹈
た
と
え
ば　

︱　
﹇
Ｅ
﹈
と
は
い
え　

︱　
﹇
Ｆ
﹈
こ
う
し
て

︻
問
８
︼　　
　
　

⑤
﹁
話
し
言
葉
に
書
き
言
葉
を
近
づ
け
た
結
果
︑
今
の
わ
た
し
た
ち
は
古
文
と
の
接
点
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
﹂
と
あ

り
ま
す
が
︑
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
︒
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
選
び
︑︵
ア
︶
~
︵
エ
︶
の
記
号
で
答
え
な
さ
い
︒

︵
ア
︶　
﹁
言
文
一
致
﹂
に
よ
り
︑
時
代
と
と
も
に
乱
れ
て
き
た
古
典
文
法
も
正
式
な
も
の
と
見
な
さ
れ
︑
く
だ
け
た
言こ

と

葉ば

遣づ
か

い
が
正
当
化
さ
れ

た
︑
と
い
う
こ
と
︒

︵
イ
︶　
﹁
言
文
一
致
﹂
の
結
果
︑
古
文
に
触
れ
る
機
会
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
︑
古
典
作
品
の
持
つ
文
化
的
価
値
す
ら
も
見
失
わ
れ
て
し
ま
っ

た
︑
と
い
う
こ
と
︒

︵
ウ
︶　
﹁
言
文
一
致
﹂
を
う
け
て
︑
話
す
よ
う
に
書
く
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
︑
日
常
生
活
に
お
い
て
古
文
を
使
わ
な
く
な
っ

た
︑
と
い
う
こ
と
︒

︵
エ
︶　
﹁
言
文
一
致
﹂
後
は
︑
国
語
の
授
業
で
古
文
や
漢
文
を
学
ぶ
意
義
が
わ
か
り
に
く
く
な
り
︑
学
生
た
ち
の
興
味
関
心
が
薄
れ
て
し
ま
っ

た
︑
と
い
う
こ
と
︒
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︻
問
９
︼　　
　
　

⑥
﹁
一
種
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
の
で
す
が
︑
こ
の
感
覚
が
︑
わ
た
し
た
ち
を
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
結
び
つ
け
ま
す
﹂
と
あ
り
ま

す
が
︑
こ
れ
に
関
す
る
次
の
説
明
文
を
読
ん
で
︑

ａ

~

ｄ

に
当
て
は
ま
る
も
の
を
選
び
︑
そ
れ
ぞ
れ
︵
ア
︶
~
︵
ク
︶
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
な
い
も
の
と
し
ま
す
︒

　

明
治
時
代
ご
ろ
ま
で
︑
古
文
・
漢
文
は
書
き
言
葉
の
お
手
本
に
な
る
と
い
う

ａ

的
な
役
割
を
持
っ
て
い
ま
し
た
︒
し
か
し
︑ 

﹁
言
文
一
致
﹂
が
起
こ
る
と
状

じ
ょ
う

況き
ょ
うは

変
わ
り
ま
す
︒
古
文
・
漢
文
は
︑﹁
古
典
﹂
と
い
う
新
た
な
形
で
学
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︑
と
筆
者

は
言
い
ま
す
︒

　

は
る
か
昔
の
日
本
人
が
書
き
︑
こ
れ
ま
で
脈
々
と
読
み
継
が
れ
て
き
た
﹃
源
氏
物
語
﹄
や
﹃
平
家
物
語
﹄
な
ど
の
﹁
古
典
﹂︒ 

そ
こ
に
あ

ら
わ
れ
た
も
の
の
見
方
・
考
え
方
は
︑
あ
ら
た
な
世
代
の
日
本
人
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
︑
ま
た

ｂ

し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
も
と
︑
特
に
学
校
と
い
う
場
で
︑﹁
古
典
﹂
は
日
本
人
と
い
う
﹁
国
民
﹂
の
精
神
性
を
育
成
す
る
も
の
と
し
て
学
ば

れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
︒

 　

実
際
の
と
こ
ろ
︑
明
治
時
代
に
至
る
ま
で
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
や
﹃
平
家
物
語
﹄
を
あ
ま
ね
く
多
く
の
人
々
が
読
ん
で
い
た
と
は
言
い
が
た

い
で
す
し
︑
共
通
の
﹁
国
民
性
﹂
と
は
何
な
の
か
︑
よ
く
わ
か
ら
な
い
こ
と
も
事
実
で
す
︒﹁
古
典
﹂
を
通
し
た
﹁
国
民
性
﹂
の
育
成
と
い

う
も
の
が
︑
近
代
に
入
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た

ｃ

の
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
︑
と
筆
者
が
言
う
理
由
も
こ
の
あ
た
り
に
あ
り
ま
す
︒

 　

し
か
し
一
方
で
︑
教
科
書
に
か
な
ら
ず
掲け

い

載さ
い

さ
れ
て
い
る
よ
う
な
定
番
の
作
品
に
よ
っ
て
︑
多
く
の
世
代
・
地
域
の
人
々
が
同
じ
作
品

を
読
む
︑
と
い
う
体
験
の
共
通
性
が
生
ま
れ
て
い
き
ま
す
︒
こ
の
共
通
性
は
︑
同
じ
集
団
・
共
同
体
の
中
に
あ
る
と
い
う
︑ 

人
々
の

ｄ

意
識
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
と
︑
筆
者
は
指し

摘て
き

し
て
も
い
る
の
で
す
︒
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︵
ア
︶　

変
容　
　
　
︵
イ
︶　

実
用　
　
　
︵
ウ
︶　

虚き
ょ

構こ
う　

　
　
︵
エ
︶　

改
革

︵
オ
︶　

帰
属　
　
　
︵
カ
︶　

消
極　
　
　
︵
キ
︶　

欲
望　
　
　
︵
ク
︶　

継
承

【
問
10
】　　
　
　

⑦
「
古
典
を
学
ぶ
こ
と
が
作
り
出
す
つ
な
が
り
に
は
、
わ
た
し
た
ち
が
思
う
以
上
の
可
能
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
関
す
る
次
の
説
明
文
を
読
ん
で
、 

ａ

~

ｄ

に
当
て
は
ま
る
も
の
を
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
（
ア
）
～

（
ク
）
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
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

　

筆
者
が
い
う
よ
う
に
︑
学
校
で
古
典
や
有
名
な
作
品
な
ど
の
﹁
同
じ
も
の
を
読
む
﹂
と
い
う
こ
と
は
︑
世
代
を
超こ

え
て

ａ

働
き

を
も
ち
ま
す
︒
こ
の
働
き
を
利
用
し
て
︑
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
に
向
か
う
時
期
な
ど
︑
か
つ
て
の
﹁
国
語
﹂
教
育
に
お
い
て
は
︑
国
民

の
一
体
感
を
高
め
よ
う
と
し
た
︑
と
い
う
歴
史
が
日
本
に
も
あ
り
ま
し
た
︒﹁
最
後
の
授
業
﹂
の
ア
メ
ル
先
生
が
ア
ル
ザ
ス
地
方
の
フ
ラ

ン
ツ
少
年
た
ち
に
フ
ラ
ン
ス
語
を
教
え
込
も
う
と
し
た
よ
う
に
︑
当
時
の
日
本
が
︑
占せ

ん

領り
ょ
う

し
て
い
た
地
域
の
人
々
に
対
し
て
も
︑

ｂ

な
ど
︑
ま
さ
に
国
家
の
言
葉
と
し
て
機
能
し
て
き
た
の
で
す
︒

 　

し
か
し
︑﹁
同
じ
も
の
を
読
む
﹂
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
︑

ｃ

必
要
は
な
い
︑
と
筆
者
は
い
い
ま
す
︒
古
文
や
漢
文
を
読
み
学

ぶ
こ
と
は
︑
国
境
を
越こ

え
た
他
者
と
の
結
び
つ
き
を
生
み
出
す
き
っ
か
け
に
も
な
る
の
で
す
︒
そ
の
意
味
で
︑
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
作
品

も
﹃
源
氏
物
語
﹄
も
︑
ま
さ
し
く
古
典
的
文
学
だ
と
言
え
る
の
で
す
︒

 　

現
在
の
私
た
ち
の
視
点
か
ら
︑
古
典
を
読
む
意
義
を
新
た
に
見み

い

出だ

す
こ
と
の
重
要
性
を
筆
者
は
指
摘
し
て
い
ま
す
︒
た
と
え
ば
︑
昨
年

の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
﹁
光
る
君
へ
﹂
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
と
そ
の
作
者
紫

む
ら
さ
き

式し
き

部ぶ

の
人
生
を
今
改
め
て
読
み
直
す
試
み
だ
っ
た
と
い
え
ま

す
し
︑
多
く
の
人
が
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
世
界
に
ふ
れ
る
き
っ
か
け
と
も
な
り
ま
し
た
︒
中
学
校
や
高
校
で
は
﹁
国
語
﹂
と
い
う
教
科
で
︑

古
文
や
漢
文
を
学
ん
で
い
く
こ
と
と
な
り
ま
す
︒
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が

ｄ

た
め
に
も
︑﹁
伝
統
的
な
言
語
文
化
﹂
を
学
び
︑
受
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︵
ア
︶　

過
去
の
過あ

や
まち

を
反
省
し
未
来
に
活い

か
す 

 

︵
オ
︶　

必
要
最
低
限
の
文
法
を
学
ん
で
い
く

︵
イ
︶　

一
つ
の
共
同
体
の
結
び
つ
き
を
強
め
る 

 

︵
カ
︶　

日
本
語
を
﹁
国
語
﹂
と
し
て
押お

し
付つ

け
る

︵
ウ
︶　

新
た
な
定
番
作
品
を
作
り
出
し
て
い
く 

 

︵
キ
︶　
﹁
国
家
﹂
と
い
う
枠
組
み
を
前
提
と
す
る

︵
エ
︶　

そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
の
古
典
を
見
出
す 

 

︵
ク
︶　
﹁
国
語
﹂
と
日
本
語
と
を
区
別
す
る

︻
問
11
︼　

次
の
選せ

ん

択た
く

肢し

に
つ
い
て
︑
本
文
の
内
容
や
筆
者
の
意
見
と
合が

っ

致ち

す
る
も
の
は
﹁
〇
﹂︑
合
致
し
な
い
も
の
は
﹁
×
﹂
の
記
号
で
答
え
な
さ
い
︒

︵
ア
︶　

人
間
が
習
得
す
る
言
語
は
各
個
人
の
生
育
環
境
に
よ
っ
て
決
ま
る
も
の
で
あ
り
︑
国
家
の
言
葉
で
あ
る
国
語
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
︒

︵
イ
︶　
﹁
言
文
一
致
﹂
が
達
成
さ
れ
︑
古
文
と
現
代
文
と
の
間
に
距
離
が
生
じ
た
後
は
︑
古
文
・
漢
文
は
書
き
言
葉
の
手
本
と
は
さ
れ
な
く
な
っ
た
︒

︵
ウ
︶　
﹃
源
氏
物
語
﹄
な
ど
の
作
品
に
代
表
さ
れ
る
和
文
体
は
︑
そ
の
読
み
づ
ら
さ
に
よ
り
平
安
時
代
の
読
者
か
ら
も
敬
遠
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

︵
エ
︶　

科
学
に
関
す
る
古
文
書
や
昔
の
日
記
な
ど
は
︑
文
学
作
品
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
︑﹁
古
典
﹂
と
し
て
扱あ

つ
かう

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
︒

け
継
い
で
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
す
︒
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︻
出
典
︼

　

Ⅰ　

角
田
光
代
﹁
ミ
ツ
ザ
ワ
書
店
﹂﹃
さ
が
し
も
の
﹄︵
新
潮
社
︑
二
〇
〇
八
年
︶
一
四
三
~
一
六
六
頁
︒

Ⅱ　

仲
島
ひ
と
み
﹁
言
葉
の
地
図
を
手
に
い
れ
る
﹂﹃
国
語
を
め
ぐ
る
冒
険
﹄︵
岩
波
ジ
ュ
ニ
ア
新
書
︑
二
〇
二
一
年
︶
一
八
四
~
二
〇
六
頁
︒

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