
（
令

七

前
）

国

語
（
問
題
部
分
1
～
12
ペ
ー
ジ
）

注
意
　
①
　
解
答
は
す
べ
て
答
案
用
紙
の
指
定
の
と
こ
ろ
に
記
入
し
な
さ
い
。

②
　
海
洋
政
策
科
学
部
の
受
験
者
は
、一（
1
～
6
ペ
ー
ジ
）に
解
答
し
、

二
と
三（
7
～
12
ペ
ー
ジ
）に
は
解
答
し
な
い
こ
と
。

③
　
経
営
学
部
の
受
験
者
は
、
一
と
二（
1
～
9
ペ
ー
ジ
）に
解
答
し
、

三（
10
～
12
ペ
ー
ジ
）に
は
解
答
し
な
い
こ
と
。

国
語
　（
海
洋
政
策
科
学
部
）　
　
八
〇
点

国
語
　（
経
営
学
部
）

一
二
〇
点

国
語
　（
右
の
二
学
部
以
外
）　
一
五
〇
点
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
一
~
五
に
答
え
な
さ
い
。︵
配
点
八
〇
点
︶

我
々
は「
ヒ
ト
の
論
理
」と「
人
間
の
論
理
」と
い
う
、
分
裂
し
た
二
重
の「
生
き
る
論
理
」を
生
き
て
い
る
。「
ヒ
ト
の
論
理
」は
あ
る
意
味
で
は
唯
物
論

的
で
あ
る
。
そ
れ
は
物
質
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
も
の
で
、
そ
の
こ
と
は
モ
ン
シ
ロ
チ
ョ
ウ
だ
っ
て
ミ
ミ
ズ
だ
っ
て
オ
ケ
ラ
だ
っ
て
ア

メ
ン
ボ
だ
っ
て
何
の
違
い
も
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て「
人
間
の
論
理
」は
明
ら
か
に
観
念
論
的
だ
。
何
故
生
き
て
い
る
の
か
、
ど
う
生
き
る
べ
き
な
の

か
、
そ
も
そ
も
生
き
る
と
は
何
な
の
か
。
モ
ン
シ
ロ
チ
ョ
ウ
は
自
己
の
生
き
る
理
由
な
ど
問
わ
な
い
。
ミ
ミ
ズ
は
時
間
を
計
算
し
て
い
つ
ま
で
に
ど
う

生
き
る
か
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
な
ど
立
て
な
い
。
オ
ケ
ラ
は
生
き
る
と
は
何
か
、
存
在
と
は
何
か
な
ど
と
悩
ん
だ
り
は
し
な
い
。
ア
メ
ン
ボ
に
は
今
度
ま

た
聞
い
て
お
く
こ
と
に
す
る
と
し
て
、
と
に
か
く「
人
間
の
論
理
」は
、「
死
」を
知
り
、「
死
」を
前
に
恐
怖
し
、「
死
」を
何
と
か
克
服
し
た
い
も
の
特
有

の
、
頭
で
っ
か
ち
な
論
理
な
の
で
あ
る
。

他
の
生
物
は
概
念
と
し
て
の「
死
」を
知
ら
な
い
。
彼
ら
に
と
っ
て
の「
死
」は
現
実
と
し
て
の「
死
」だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
突
然
や
っ
て

来
る
。
し
か
し
、
現
実
と
し
て
の「
死
」が
突
然
や
っ
て
来
る
の
は
生
物
と
し
て
の
ヒ
ト
だ
っ
て
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
ヒ
ト
の
論
理
」は
サ
ド
ン
デ

ス︵
突
然
死
︶を
前
提
に
し
た
論
理
な
の
だ
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、「
人
間
の
論
理
」は
ド
ン
ト
・
ワ
ナ
・
ダ
イ︵
死
に
た
く
な
い
︶を
前
提
に
し
た
論
理
だ

と
言
え
る
。
概
念
と
し
て
の「
死
」を
知
る
人
間
は
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
現
実
と
し
て
の
サ
ド
ン
デ
ス
を
前
提
に
し
た「
ヒ
ト
の
論
理
」だ
け
で
は
生
き

て
い
け
な
い
。
だ
か
ら
ド
ン
ト
・
ワ
ナ
・
ダ
イ
と
い
う
心
の
叫
び
に
応
え
て
く
れ
る「
人
間
の
論
理
」に
よ
っ
て
、「
ヒ
ト
の
論
理
」を
乗
り
越
え
よ
う
と

し
て
き
た
。
そ
し
て
多
く
の
場
合
、「
人
間
の
論
理
」は「
死
」の
否
定
、
拒
絶
、
克
服
の
た
め
に
様
々
な
思
想
を
生
み
出
し
て
き
た
の
だ
っ
た
。

宗
教
や
哲
学
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た「
人
間
の
論
理
」に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
知
的
営
為
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
は「
死
」の
恐
怖
を
何

と
か
す
る
た
め
に
、
絶
対
、
超
越
、
不
滅
な
ど
の
存
在
を
信
じ
、
自
分
た
ち
の「
死
」が
究
極
の
終
わ
り
な
ど
で
は
な
い
と
考
え
よ
う
と
し
て
き
た
。
普

段
は「
自
分
は
特
定
の
宗
教
や
哲
学
と
は
無
縁
だ
」
と
思
っ
て
い
る
人
も
、
生
き
る
意
味
に
つ
い
て
考
え
、
生
き
て
き
た
証

あ
か
し

を
残
そ
う
と
す
る
な
ら

ば
、「
人
間
の
論
理
」に
基
づ
い
て
生
き
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
宗
教
や
哲
学
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
自
ら
を
価
値
中
立
的
な
知
だ
と
自
認
す

る
近
代
科
学
で
さ
え
も
、「
生
」を
で
き
る
限
り
拡
大
し
よ
う
と
す
る
意
味
で
は「
人
間
の
論
理
」の
延
長
上
に
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

一
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「
死
」を
超
え
た
価
値
の
存
在
を
信
じ
よ
う
と
す
る
、
こ
う
し
た
知
的
営
為
を
全
て
ひ
と
ま
と
め
に「
信
仰
」と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
我
々
は
皆
何
ら
か
の

「
信
仰
」に
よ
っ
て「
死
」の
恐
怖
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
き
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
れ
は「
人
間
の
論
理
」に
よ
っ
て「
ヒ
ト
の
論
理
」を
何
と
か

無
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
だ
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
サ
ド
ン
デ
ス
は
嫌
だ
、
ド
ン
ト
・
ワ
ナ
・
ダ
イ
。
し
か
し
、「
死
」を
否
定
し
よ
う
と
す
る

「
信
仰
」の
立
場
は
、
逆
説
的
に
多
く
の「
死
」を
招
い
て
き
た
。
宗
教
戦
争
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立
が
人
類
の
歴
史
を
血
塗
ら
れ
た
も
の
に
し
て
き
た
こ

と
を
全
く
知
ら
な
い
と
い
う
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
し
、
近
代
科
学
が
人
類
に
大
い
な
る
恩
恵
を
与
え
て
き
た
一
方
で
恐
る
べ
き
サ
イ
カ
を
も
た
ら
し
て

き
た
事
実
も
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
近
年
の
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
や
再
生
医
療
の
発
達
は
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
我
々
か
ら「
死
」を
遠

ざ
け
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
の
健
康
と
長
寿
を
享
受
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
人
間
は「
死
」を
克
服
す
る
ど
こ
ろ

か「
死
」を
ま
す
ま
す
恐
れ
、
そ
れ
と
同
時
に「
生
」に
振
り
回
さ
れ
て
い
る
。
我
々
は「
死
」に
ま
つ
わ
る
悩
み
を
解
消
す
る
ど
こ
ろ
か
、
よ
り
深
い
悩
み

の
世
界
へ
と
迷
い
込
ん
で
い
る
か
の
よ
う
だ
。

「
信
仰
」と
は「
死
」を
超
え
た
価
値
の
存
在
を
信
じ
よ
う
と
す
る
こ
と
だ
と
先
に
述
べ
た
が
、
多
く
の
場
合
、「
信
仰
」に
す
が
る
人
々
は
そ
の
何
ら
か

の
価
値
に
自
分
た
ち
が
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
信
じ
よ
う
と
す
る
。
人
間
が
何
ら
か
の
意
味
で「
死
」を
超
え
ら
れ
る
、
単
な
る
動
物
以
上
の
特

別
な
存
在
な
の
だ
と
思
い
た
が
る
。「
人
間
の
論
理
」で「
ヒ
ト
の
論
理
」を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る「
信
仰
」は
、
そ
の
意
味
で
極
め
て
人
間
中
心
主
義
だ

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、「
信
仰
」と
は
果
た
し
て
人
間
中
心
主
義
な
ど
と
い
う
言
葉
で
説
明
し
尽
く
せ
る
よ
う
な
、
つ
ま
ら
な
い
営
み
な
の

だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
人
間
中
心
主
義
を
掲
げ
て
お
き
な
が
ら
、「
死
」の
恐
怖
を
克
服
す
る
ど
こ
ろ
か
ま
す
ま
す「
死
」に
囚と

ら

わ
れ
る
人
間
を
生
み
出
し

て
し
ま
う「
信
仰
」と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

日
本
を
代
表
す
る
哲
学
者
と
し
て
名
高
い
西
田
幾
多
郎
は
、
そ
の
最
晩
年
の
論
文「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」の
中
で
、
宗
教
と
は
何
か
、
宗

教
心
と
は
何
か
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

宗
教
の
問
題
は
、
価
値
の
問
題
で
は
な
い
。
我
々
が
、
我
々
の
自
己
の
根こ

ん

柢て
い

に
、
深
き
自
己
矛
盾
を
意
識
し
た
時
、
我
々
が
自
己
の
自
己
矛
盾

⒜
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的
存
在
た
る
こ
と
を
自
覚
し
た
時
、
我
々
の
自
己
の
存
在
そ
の
も
の
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
人
生
の
悲
哀
、
そ
の
自
己
矛
盾
と
い
う
こ
と

は
、
古
来
言こ

と
ふ
る旧

さ
れ
た
常

じ
ょ
う
と
う套

語
で
あ
る
。
し
か
し
、
多
く
の
人
は
深
く
こ
の
事
実
を
見
詰
め
て
い
な
い
。
何ど

処こ

ま
で
も
こ
の
事
実
を
見
詰
め
て

行
く
時
、
我
々
に
宗
教
の
問
題
と
い
う
も
の
が
起
っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る︵
哲
学
の
問
題
と
い
う
の
も
実
は
此こ

処こ

か
ら
起
る
の
で

あ
る
︶。

西
田
は「
宗
教
の
問
題
」も「
哲
学
の
問
題
」も
同
じ
と
こ
ろ
か
ら
起
こ
っ
て
く
る
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
今
ま
で
の
議
論
に
お
け
る「
信
仰
」に
関

す
る
問
題
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
西
田
は「
信
仰
」は
価
値
の
問
題
で
は
な
い
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。「
信
仰
」と
は

「
死
」を
超
え
る
価
値
を
信
じ
る
こ
と
だ
と
と
り
あ
え
ず
定
義
し
て
き
た
こ
ち
ら
の
側
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
は
か
な
り
意
外
な
主
張
で
あ
る
。
彼
か
ら
す

れ
ば
、
宗
教
も
哲
学
も
少
な
く
と
も
そ
の
シ
ョ
ハ
ツ
の
段
階
で
は
価
値
が
ど
う
の
と
い
う
問
題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

し
か
し
、
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
そ
れ
は
当
た
り
前
の
こ
と
な
の
か
も
知
れ
な
い
。「
あ
な
た
は
神
を
信
じ
ま
す
か
？
」と
問
わ
れ
て「
イ
エ
ス
」と
答

え
、
教
え
に
従
っ
て
真ま

じ

め

面
目
に
生
き
て
い
る
だ
け
で
そ
の
人
は
宗
教
心
が
あ
る
と
言
え
る
な
ら
ば
、
誰
だ
っ
て
簡
単
に
宗
教
心
を
持
っ
た
り
捨
て
た
り

で
き
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
気
取
っ
て
無
知
の
知
を
説
い
た
り
し
て
も
、
そ
れ
は
哲
学
者
ぶ
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
別
に

哲
学
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
何
ら
か
の
価
値
を
信
じ
る
こ
と
は
結
果
と
し
て
ヨ
ウ
セ
イ
さ
れ
て
出
て
く
る
も
の
で
あ
っ
て
、「
信
仰
」

が
生
ま
れ
る
の
は
価
値
を
信
じ
た
か
ら
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
自
分
が
自
己
矛
盾
的
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
自
覚
す
る
時
に
こ
そ
、

「
信
仰
」の
問
題
は
現
れ
る
の
だ
。
そ
れ
で
は
、
自
分
が
自
己
矛
盾
的
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
事
実
と
は
、
そ
し
て
そ
れ
を
自
覚
す
る
と
は
ど
う
い
う
意

味
な
の
だ
ろ
う
か
。

西
田
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
我
々
人
間
が「
死
の
自
覚
」を
持
つ
こ
と
に
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
彼
は
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
、
こ
の
自
覚
の
内
容
に

つ
い
て
順
序
立
て
て
説
明
し
て
い
く
。
ま
ず
、
永
遠
に
生
き
る
も
の
は
な
く
生
物
は
い
つ
か
死
ぬ
か
ら
、
生
物
で
あ
る
自
分
自
身
も
い
つ
か
死
ぬ
、
と

い
う
よ
う
な
意
味
で「
死
の
自
覚
」と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
。
こ
れ
は
自
己
を
対
象
化
し
、
物
と
し
て
、
肉
体
的
生
命
と
し
て
見
て
い
る
だ

け
の
一
面
的
な
見
方
で
あ
る
。
日
髙
敏
隆
の
言
い
方
を
借
り
れ
ば
、「
死
」と
い
う
概
念
を
発
見
し
認
識
し
た
状
態
に
留
ま
る
見
方
だ
と
言
え
る
し
、
生

⒝
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物
の「
生
き
る
論
理
」の
延
長
上
に
あ
る「
ヒ
ト
の
論
理
」を
外
側
か
ら
対
象
と
し
て
捉
え
た
だ
け
の
立
場
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
人
間
は
肉
体
的
に
は
死
ん
で
も
そ
の
精
神
的
な
も
の
、
例
え
ば
理
性
は
生
き
続
け
る
と
い
う
風
に
考
え
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
精
神

だ
と
か
理
性
と
い
う
一
般
的
な
も
の
は
生
き
た
も
の
と
は
言
え
ず
、
実
際
に
生
き
る
自
分
は
ど
こ
ま
で
も
独
立
し
た
個
と
し
て
一
般
を
否
定
す
る
非
合

理
的
な
側
面
を
持
つ
。
西
田
は
こ
れ
を「
デ
カ
ル
ト
的
自
覚
」と
表
現
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
自
覚
も
ま
た「
死
の
自
覚
」と
は
呼
び
得
な
い
。
理
性
を

持
つ
自
己
に
よ
っ
て「
自
己
が
あ
る
こ
と
」は
考
え
ら
れ
て
も
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に「
死
」と
結
び
つ
い
て
い
る
か
を
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら

だ
。
理
性
的
な
自
己
の
自
覚
は
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た「
人
間
の
論
理
」の
テ
ン
ケ
イ
で
あ
り
、「
人
間
の
論
理
」は
そ
も
そ
も「
死
」か
ら
逃
れ
よ
う
と
し

て
き
た
の
だ
か
ら
、
ど
ん
な
洗
練
さ
れ
た
形
を
と
ろ
う
と
も「
死
」を
直
視
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
西
田
が
考
え
る「
死
の
自
覚
」と
は
何
な
の
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
何
故
自
己
矛
盾
的
存
在
と
し
て
の
自
己
の
自
覚
と
同
義
な
の
か
。
西

田
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

自
己
の
永
遠
の
死
を
自
覚
す
る
と
い
う
の
は
、
我
々
の
自
己
が
絶
対
無
限
な
る
も
の
、
即

す
な
わ

ち
絶
対
者
に
対
す
る
時
で
あ
ろ
う
。
絶
対
否
定
に

面
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
自
己
の
永
遠
の
死
を
知
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
単
に
そ
れ
だ
け
な
ら
、
私
は
い
ま
だ
そ
れ
が
絶
対
矛
盾
の
事
実

と
は
い
わ
な
い
。
然し

か

る
に
、
斯か

く
自
己
の
永
遠
の
死
を
知
る
こ
と
が
、
自
己
存
在
の
根
本
的
理
由
で
あ
る
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
自
己
の
永

遠
の
死
を
知
る
も
の
の
み
が
、
真
に
自
己
の
個
た
る
こ
と
を
知
る
も
の
な
る
が
故
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
が
真
の
個
で
あ
る
、
真
の
人
格
で
あ
る
の

で
あ
る
。︵
中
略
︶而し

か

し
て
斯
く
自
己
が
自
己
の
永
遠
の
死
を
知
る
時
、
自
己
の
永
遠
の
無
を
知
る
時
、
自
己
が
真
に
自
覚
す
る
。
そ
こ
に
自
己
が

あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
絶
対
矛
盾
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
我
々
は
死
す
べ
き
存
在
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
も
一
度
死
ぬ
と
も
う
二
度
と
こ
の
生
を
繰
り
返
す
こ
と
は
な
く
無
へ
と
帰
っ
て
い
く
存
在
だ

と
い
う
こ
と
を
徹
底
的
に
自
覚
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
我
々
は
か
け
が
え
の
な
い
自
己
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
か

⒟
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け
が
え
の
な
い
個
と
し
て
の
自
己
は
絶
対
的
な
否
定
で
あ
る「
永
遠
の
死
」を
約
束
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
ど
う
し
よ
う
も
な
い
自
己
矛
盾
が
あ
る
と
西

田
は
言
い
つ
つ
、
そ
の
自
己
矛
盾
を
見
つ
め
る
こ
と
か
ら
宗
教
や
哲
学
、
つ
ま
り「
信
仰
」の
問
題
が
出
て
く
る
と
言
っ
て
い
る
の
だ
。
西
田
に
即
し
て

「
信
仰
」を
捉
え
直
す
な
ら
ば
、「
人
間
の
論
理
」に
よ
っ
て「
ヒ
ト
の
論
理
」を
無
化
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ「
ヒ
ト
の
論
理
」の
根
本
的
な
自
覚
に

よ
っ
て「
人
間
の
論
理
」を
無
化
す
る
こ
と
で
、
我
々
は
本
来
的
な「
信
仰
」を
抱
く
こ
と
に
な
る
。

だ
が
、「
ヒ
ト
の
論
理
」の
根
本
的
な
自
覚
と
は
そ
も
そ
も
人
間
以
外
の
生
物
に
は
あ
り
得
な
い
境
地
で
あ
っ
た
。
人
間
以
外
の
生
物
は「
永
遠
の
死
」

な
ど
知
る
由よ

し

も
な
い
。
人
間
だ
け
が
、
自
己
に
定
め
ら
れ
た
サ
ド
ン
デ
ス
の
運
命
、「
ヒ
ト
の
論
理
」を
生
き
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

「
人
間
の
論
理
」を
待
っ
て
初
め
て
可
能
に
な
る
境
地
で
あ
る
。
だ
か
ら
西
田
の
言
う
絶
対
矛
盾
と
は
、「
人
間
の
論
理
」が「
ヒ
ト
の
論
理
」を
根
本
的
に

自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て「
人
間
の
論
理
」自
体
を
無
化
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
ド
ン
ト
・
ワ
ナ
・
ダ
イ
と
い
う
心
の
叫
び
が
サ
ド
ン
デ
ス
と
い
う
事

実
を
受
け
入
れ
、
ド
ン
ト
・
ワ
ナ
・
ダ
イ
と
叫
ば
な
く
な
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
。
し
か
し
、
サ
ド
ン
デ
ス
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
ド
ン

ト
・
ワ
ナ
・
ダ
イ
と
い
う
心
あ
っ
て
の
も
の
だ
と
い
う
ミ
ス
テ
リ
ー
。
人
間
の
底
に
は
絶
対
矛
盾
に
し
て
永
遠
の
無
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
本

当
に
わ
か
る
こ
と
が
、
西
田
に
と
っ
て
の「
信
仰
」な
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の「
信
仰
」の
立
場
に
お
い
て
初
め
て
、
人
間
は
自
己
矛
盾
的
に
絶
対
と
永
遠

と
も
繋つ

な

が
っ
て
い
る
。

「
生
と
死
は
対
立
的
で
は
な
く
、
表
裏
一
体
の
現
象
だ
」と
い
う
、
い
か
に
も
気
の
利
い
た
風
な
物
言
い
は
決
し
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
し
、「
死

中
に
活
を
見
出
す
」と
言
え
ば
何
や
ら
深
遠
な
オ
ウ
ギ
の
存
在
を
思
わ
せ
る
。
し
か
し
、
人
間
と
い
う
生
物
に
与
え
ら
れ
た「
生
き
る
論
理
」と
は
、
要

す
る
に
生
に
執
着
す
る
で
も
な
く
、
生
き
急
ぐ
で
も
な
く
、
ち
ゃ
ん
と
死
ぬ
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
う
言
え
ば
幼
い
頃
、
親
に「
遊
び
終
わ
っ
た
ら
、
お
も
ち
ゃ
を
出
し
っ
放
し
に
し
な
い
で
お
も
ち
ゃ
箱
に
し
ま
い
な
さ
い
」と
よ
く
怒
ら
れ
た
も
の

だ
が
、「
信
仰
」と
は
本
来
、
出
し
っ
放
し
に
し
た
お
も
ち
ゃ
の
よ
う
な「
生
き
る
論
理
」を
最
後
に
は
ち
ゃ
ん
と
し
ま
う
、「
お
し
ま
い
」に
す
る
こ
と
を

肝
に
銘
じ
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

︵
中
島
啓
勝﹃
て
お
く
れ
の
現
代
社
会
論
﹄よ
り
︶

ウ

⒠

エ
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︹
注
︺　

○
西
田
幾
多
郎

︱
日
本
の
哲
学
者︵
一
八
七
〇
~
一
九
四
五
︶。

 

○
ソ
ク
ラ
テ
ス

︱
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
者︵
？
~
紀
元
前
三
九
九
︶。

 
○
日
髙
敏
隆

︱
日
本
の
動
物
行
動
学
者︵
一
九
三
〇
~
二
〇
〇
九
︶。

 
○
デ
カ
ル
ト

︱
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者︵
一
五
九
六
~
一
六
五
〇
︶。

問
一　

傍
線
部
ア「
他
の
生
物
は
概
念
と
し
て
の「
死
」を
知
ら
な
い
」と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
八
〇
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

問
二　

傍
線
部
イ「
よ
り
深
い
悩
み
の
世
界
へ
と
迷
い
込
ん
で
い
る
」と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
八
〇
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

問
三　

傍
線
部
ウ「
サ
ド
ン
デ
ス
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
ド
ン
ト
・
ワ
ナ
・
ダ
イ
と
い
う
心
あ
っ
て
の
も
の
だ
と
い
う
ミ
ス
テ
リ
ー
」と

あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
八
〇
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

問
四　

傍
線
部
エ「
人
間
と
い
う
生
物
に
与
え
ら
れ
た「
生
き
る
論
理
」と
は
、
要
す
る
に
生
に
執
着
す
る
で
も
な
く
、
生
き
急
ぐ
で
も
な
く
、
ち
ゃ
ん

と
死
ぬ
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
」と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
本
文
全
体
の
論
旨
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
一
六
〇
字
以
内
で
説
明
し
な
さ

い
。

問
五　

傍
線
部
⒜
~
⒠
を
漢
字
に
改
め
な
さ
い
。
は
っ
き
り
と
、
く
ず
さ
な
い
で
書
く
こ
と
。
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次
の
文
章
は﹃
更
級
日
記
﹄の
一
節
で
、
作
者
が
父
の
任
地
で
あ
っ
た
上
総
国
か
ら
帰
京
し
、
都
で
の
生
活
が
始
ま
っ
た
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん

で
、
問
一
~
五
に
答
え
な
さ
い
。︵
配
点
四
〇
点
︶

ひ
ろ
び
ろ
と
荒
れ
た
る
所
の
、
過
ぎ
来
つ
る
山
々
に
も
お
と
ら
ず
、
大
き
に
恐
ろ
し
げ
な
る
み
や
ま
木
ど
も
の
や
う
に
て
、
都
の
内
と
も
見
え
ぬ
所

の
さ
ま
な
り
。
あ
り
も
つ
か
ず
、
い
み
じ
う
も
の
さ
わ
が
し
け
れ
ど
も
、
い
つ
し
か
と
思
ひ
し
こ
と
な
れ
ば
、「
物
語
も
と
め
て
見
せ
よ
、
物
語
も
と

め
て
見
せ
よ
」と
母
を
せ
む
れ
ば
、
三
条
の
宮
に
、
親
族
な
る
人
の
衛
門
の
命み

や
う
ぶ婦
と
て
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
、
た
づ
ね
て
、
文
や
り

ａ

ば
、
珍
し

が
り
て
喜
び
て
、
御
前
の
を
お
ろ
し
た
る
と
て
、
わ
ざ
と
め
で
た
き
草
子
ど
も
、
硯

す
ず
り

の
箱
の
蓋
に
入
れ
て
お
こ
せ
た
り
。
う
れ
し
く
い
み
じ
く
て
、

夜
昼
こ
れ
を
見
る
よ
り
う
ち
始
め
、
ま
た
ま
た
も
見
ま
ほ
し
き
に
、
あ
り
も
つ
か
ぬ
都
の
ほ
と
り
に
、
誰
か
は
物
語
も
と
め
、
見
す
る
人
の
あ
ら
む
。

継ま
ま

母は
は

な
り
し
人
は
、
宮
仕
へ
せ
し
が
く
だ
り
し
な
れ
ば
、
思
ひ
し
に
あ
ら
ぬ
こ
と
ど
も
な
ど
あ
り
て
、
世
の
中
う
ら
め
し
げ
に
て
、
ほ
か
に
わ
た
る

と
て
、
五
つ
ば
か
り
な
る
児
ど
も
な
ど
し
て
、「
あ
は
れ
な
り
つ
る
心
の
ほ
ど
な
む
、
忘
れ
む
世
あ
る
ま
じ
き
」な
ど
言
ひ
て
、
梅
の
木
の
、
つ
ま
近
く

て
、
い
と
大
き
な
る
を
、「
こ
れ
が
花
の
咲
か
む
折
は
来
む
よ
」と
言
ひ
お
き
て
わ
た
り
ぬ
る
を
、
心
の
内
に
恋
し
く
あ
は
れ
な
り
と
思
ひ
つ
つ
、
し
の

び
音
を
の
み
泣
き
て
、
そ
の
年
も
か
へ
り
ぬ
。
い
つ
し
か
梅
咲
か
な
む
、
来
む
と
あ
り
し
を
、
さ
や
あ
る
と
、
目
を
か
け
て
待
ち
わ
た
る
に
、
花
も
み

な
咲
き
ぬ
れ
ど
、
音
も
せ
ず
。
思
ひ
わ
び
て
、
花
を
折
り
て
や
る
。

た
の
め
し
を
な
ほ
や
待
つ
べ
き
霜
が
れ
し
梅
を
も
春
は
忘
れ
ざ
り
け
り

と
言
ひ
や
り

ａ

ば
、
あ
は
れ
な
る
こ
と
ど
も
書
き
て
、

な
ほ
た
の
め
梅
の
立
ち
枝
は
ち
ぎ
り
お
か
ぬ
思
ひ
の
ほ
か
の
人
も
と
ふ
な
り

そ
の
春
、
世
の
中
い
み
じ
う
さ
わ
が
し
う
て
、
松
里
の
わ
た
り
の
月
か
げ
あ
は
れ
に
見
し
乳
母
も
、
三
月
つ
い
た
ち
に
な
く
な
り
ぬ
。
せ
む
方
な
く

思
ひ
嘆
く
に
、
物
語
の
ゆ
か
し
さ
も
お
ぼ
え
ず
な
り
ぬ
。
い
み
じ
く
泣
き
く
ら
し
て
見
い
だ
し

ａ

ば
、
夕
日
の
い
と
は
な
や
か
に
さ
し

ｂ

に
、
桜
の
花
残
り
な
く
散
り
乱
る
。

散
る
花
も
ま
た
来
む
春
は
見
も
や
せ
む
や
が
て
別
れ
し
人
ぞ
恋
し
き

二

①

②
③

Ａ

④
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ま
た
聞
け
ば
、
侍
従
の
大
納
言
の
御
む
す
め
、
な
く
な
り
給
ひ
ぬ
な
り
。
殿
の
中
将
の
お
ぼ
し
嘆
く
な
る
さ
ま
、
わ
が
も
の
の
悲
し
き
を
り
な
れ

ば
、
い
み
じ
く
あ
は
れ
な
り
と
聞
く
。
上
り
着
き

ｃ

し
時
、「
こ
れ
手
本
に
せ
よ
」と
て
、
こ
の
姫
君
の
御
手
を
と
ら
せ

ｃ

し
を
、

「
さ
夜
ふ
け
て
ね
ざ
め
ざ
り
せ
ば
」な
ど
書
き
て
、「
鳥
辺
山
谷
に
煙
の
燃
え
た
た
ば
は
か
な
く
見
え
し
我
と
知
ら
な
む
」と
、
い
ひ
知
ら
ず
を
か
し
げ

に
、
め
で
た
く
書
き
給
へ
る
を
見
て
、
い
と
ど
涙
を
添
へ
ま
さ
る
。

︵﹃
更
級
日
記
﹄よ
り
︶

︹
注
︺　

○
衛
門
の
命
婦

︱
本
来
、
命
婦
と
は
中
級
の
女
官
の
こ
と
。
作
者
の
親
類
に
、
こ
の
よ
う
に
称
さ
れ
た
人
が
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

 

○
御
前
の
を
お
ろ
し
た
る

︱
貴
人
が
使
っ
た
本
が
下
賜
さ
れ
た
も
の
。

 

○
侍
従
の
大
納
言
の
御
む
す
め

︱
書
家
と
し
て
も
有
名
だ
っ
た
貴
族
・
藤
原
行
成
の
娘
の
こ
と
で
、
一
五
歳
で
没
し
た
。

 

○
殿
の
中
将

︱
「
侍
従
の
大
納
言
の
御
む
す
め
」の
夫
で
あ
っ
た
、
藤
原
長
家
。

 

○
さ
夜
ふ
け
て
ね
ざ
め
ざ
り
せ
ば

︱
﹃
拾
遺
和
歌
集
﹄に
入
っ
て
い
る
和
歌
の
一
節
。

 

○
鳥
辺
山

︱
現
在
の
京
都
市
東
山
区
の
地
名
。
古
く
火
葬
場
が
あ
り
、
墓
地
が
多
か
っ
た
。

問
一　

傍
線
部
①
~
④
を
、
そ
れ
ぞ
れ
分
か
り
や
す
く
現
代
語
訳
し
な
さ
い
。

問
二　

傍
線
部
Ａ
の
和
歌
に
込
め
ら
れ
た
心
情
を
、
五
〇
字
以
内
で
述
べ
な
さ
い
。

問
三　

傍
線
部
Ｂ
に
つ
い
て
、
作
者
が
そ
の
よ
う
な
感
情
を
抱
い
た
き
っ
か
け
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
か
、
六
〇
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

問
四　

空
所
ａ
~
ｃ
に
は
、
助
動
詞「
た
り
」の
活
用
形
が
入
る
。
そ
れ
ぞ
れ
適
切
な
活
用
形
に
直
し
て
答
え
な
さ
い
。

Ｂ
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問
五　

二
重
傍
線
部「
物
語
」に
つ
い
て
、
作
者
が
手
に
入
れ
た
可
能
性
の
あ
る
作
品
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

イ　

﹃
源
氏
物
語
﹄　
　
　

ロ　

﹃
今
昔
物
語
集
﹄　
　
　

ハ　

﹃
と
は
ず
が
た
り
﹄　
　
　

ニ　

﹃
と
り
か
へ
ば
や
物
語
﹄　
　
　

ホ　

﹃
水
鏡
﹄
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
一
~
五
に
答
え
な
さ
い
。
な
お
本
文
の
一
部
を
改
変
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
設
問
の
都
合
で
返
り
点
や
送
り
仮
名
、
振
り

仮
名
を
省
略
し
た
部
分
が
あ
る
。︵
配
点
三
〇
点
︶

崔さ
い 

弘 

度
ハ、
鬚し

ゆ 

面
ニ
シ
テ

　

 

甚
ダ

 

偉
ナ
ル
モ
、　

性
ハ

 

厳 

酷
タ
リ。
毎

ニ

 

戒
メ
テ

　

其
ノ

 

僚 

吏
ヲ

 

曰
ハ
ク

　

「
人 

当 

誠 

恕じ
よ

、
無

カ
レ
ト

　

 
得

ル
コ
ト

　

 
欺 
誑

き
や
う
ス
ル
ヲ

。」  

皆 

曰
ハ
ク

　

「
諾

ト。」
後 

嘗 

食
ラ
フ

　

 

龞べ
つ
ヲ。

侍
ル

 

者 

八 

九 

人
、
弘 

度 

一 

一 

問
ヒ
テ

　

之
ニ

 

曰
ハ
ク

　

「
龞

ハ

 

美う
ま
キ

 
乎か

。」
人 

怖
レ
テ

　

 

之
ヲ

 

皆 

云
フ

 

「
龞 

美
シ
ト。」
弘 

度 

大
イ
ニ

　

罵
リ
テ

　

曰
ハ
ク

　

「
庸 

奴
、
何

ゾ

 

敢
ヘ
テ

　

  

誑
あ
ざ
む
カ
ン
ヤ

　

 
 

我
ヲ。

汝 
初

メ

 

未
ダ

　

食
ラ
ハ

　

龞
ヲ、  

安 

知 

其 

美
。」
俱と

も
ニ

 

杖
ス
ル
コ
ト

　
　

八 

十
。
官 

属 

百 

工
ノ

 

看み 

之
ヲ

 

者
、
莫 

不 

流 
汗
、
無

シ

 

敢
ヘ
テ

　

欺 

隠
ス
ル。
長 

安 

為
シ
テ

　

之
レ
ガ

　

語
ヲ

 

曰
ハ
ク

　

「
寧 

飲 

三 

升 

酢
、

不 

見 

崔 

弘 

度
。」
然

ル
ニ

　

弘 
度 
治

ム
ル
コ
ト

　
　

家
ヲ

 

如
ク
シ

　

官
ノ、
子 

弟
ノ

 

斑 

白
ナ
ル
モ
、　

 

動や
や
モ
ス
レ
バ

　
　

行
フ
ニ

　

 

捶す
い 

楚そ

、

閨け
い 

門 

整 

粛
タ
リ
テ

、　

  

為 

当 

時 

所 

称
。

︵﹃
隋
書
﹄よ
り
︶

︹
注
︺　

○
崔
弘
度

︱
隋
の
官
僚
。
博
陵︵
現
在
の
中
国
河
北
省
︶出
身
の
貴
族
。

 

○
鬚
面

︱
ひ
げ
が
多
い
顔
。
こ
こ
で
は
男
性
の
秀
で
た
容
貌
を
指
す
。

 

○
僚
吏

︱
部
下
、
下
役
。

三

二

一

①

レ

二

一

②

レ

レ

ト

レ

⒜

⒝

レ

レ
バレ

レ

③

レ ル

④

二

一

二

一

⒞

レ

レ

二

ヲ一

⒟

二

一レ
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○
誠
恕

︱
自
分
の
良
心
に
誠
実
で
あ
る
こ
と
と
他
人
へ
の
思
い
や
り
が
深
い
こ
と
。

 

○
龞

︱
大
型
の
亀
、
す
っ
ぽ
ん
。

 
○
庸
奴

︱
ば
か
も
の
。
人
を
非
難
す
る
言
葉
。

 
○
杖

︱
木
の
棒
の
む
ち
。
刑
罰
と
し
て
む
ち
打
つ
こ
と
。

 

○
官
属
百
工

︱
長
官
の
下
で
働
く
さ
ま
ざ
ま
な
役
職
の
官
吏
。

 

○
長
安

︱
地
名
。
隋
の
首
都
の
所
在
地︵
現
在
の
中
国
陝
西
省
西
安
市
︶。
こ
こ
で
は
長
安
の
人
々
の
こ
と
。

 

○
升

︱
容
量
の
単
位
。
隋
の
一
升
は
約
〇
・
六
リ
ッ
ト
ル
。

 

○
斑
白

︱
白
髪
ま
じ
り
。
老
人
。

 

○
捶
楚

︱
罪
人
を
打
つ
む
ち
。
む
ち
打
つ
こ
と
。

 

○
閨
門

︱
一
族
。
一
族
内
の
風
儀
、
作
法
。

 

○
整
粛

︱
と
と
の
っ
て
い
て
お
ご
そ
か
な
こ
と
。

問
一　

傍
線
部
①「
当
」、
②「
嘗
」、
③「
安
」、
④「
莫
不
流
汗
」を
、
送
り
仮
名
を
ふ
く
め
て
す
べ
て
平
仮
名
で
書
き
下
し
な
さ
い︵
現
代
仮
名
遣
い
で

よ
い
︶。

問
二　

傍
線
部
⒜「
之
」は
誰
を
指
す
か
、
本
文
中
の
言
葉
で
答
え
な
さ
い
。

問
三　

傍
線
部
⒝「
弘
度
大
罵
」と
あ
る
の
は
な
ぜ
か
、
理
由
を
説
明
し
な
さ
い
。

問
四　

傍
線
部
⒞「
寧
飲
三
升
酢
、
不
見
崔
弘
度
」を
平
易
な
現
代
語
に
訳
し
な
さ
い
。
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問
五　

傍
線
部
⒟「
為
当
時
所
称
」と
あ
る
が
、
崔
弘
度
は
当
時
の
人
々
か
ら
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
た
か
、
本
文
全
体
に
即
し
て
七
〇
字
以
内
で

説
明
し
な
さ
い
。
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