
− 1 −

次
の
各
文
の　
　

を
付
け
た
か
た
か
な
の
部
分
に
当
た
る
漢
字
を
楷か

い

書し
ょ

で
書

け
。

　

⑴　

北
ア
ル
プ
ス
の
山
を
ジ
ュ
ウ
ソ
ウ
す
る
。

　

⑵　

国
家
の
チ
ュ
ウ
セ
キ
と
言
え
る
人
物
だ
。

　

⑶　

絶
滅
回か
い

避ひ

の
た
め
生
物
の
イ
キ
ナ
イ
保
全
を
図
る
。

　

⑷　

松ま
つ

尾お

芭ば

蕉し
ょ
う

は
フ
エ
キ
リ
ュ
ウ
コ
ウ
を
提
唱
し
た
。

次
の
各
文
の　
　

を
付
け
た
漢
字
の
読
み
が
な
を
書
け
。

　

⑴　

岩
石
が
川
の
底
に
堆
積
す
る
。

　

⑵　

人
心
の
掌
握
に
努
め
る
。

　

⑶　

も
っ
と
自
重
し
た
行
動
を
と
る
べ
き
だ
。

　

⑷　

経
世
済
民
の
志
を
抱
く
。
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目
だ
。
い
つ
も
、真
夏
の
太
陽
を
思
わ
せ
る
そ
の
目
か
ら
輝
き
が
失
わ
れ
て
い
る
。

目
の
下
に
は
隈く

ま

が
で
き
て
し
ま
っ
て
い
る
の
も
、
暗
く
沈
ん
だ
目
を
な
お
の
こ
と
際き

わ

立だ

て
て
い
る
。

　

幸
は
、
ま
る
で
う
わ
言
の
よ
う
に
口
を
開
い
た
。

「
何
か
用
。」

　

こ
れ
、
と
延
に
た
し
な
め
ら
れ
る
も
の
の
、
幸
は
意
に
も
介
さ
な
い
。

　

廉
太
郎
は
息
を
呑の

み
な
が
ら
も
言
葉
を
発
し
た
。

「
お
祝
い
に
来
た
ん
で
す
。
海
外
留
学
の
。」

　

幸
は
声
を
荒あ

ら

ら
げ
た
。
⑴

紙
が
裂さ

け
る
よ
う
な
声
が
部
屋
に
満
ち
る
。

「
あ
な
た
も
笑
い
に
来
た
ん
で
し
ょ
う
。」

「
そ
ん
な
わ
け
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。」

「
本
心
を
言
え
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
。
散
々
新
聞
で
叩た

た

か
れ
て
い
る
わ
た
し
を
笑
い
に

来
た
っ
て
。」

　

こ
こ
ま
で
荒
れ
て
い
る
と
は
、
思
い
も
寄
ら
な
か
っ
た
。

　

過
熱
し
て
い
た
留
学
生
候
補
報
道
は
、
正
式
発
表
で
最
高
潮
に
達
し
た
。
か
ね
て

よ
り
幸
を
推
し
て
い
た
新
聞
は
手
を
替
え
品
を
替
え
て
幸
の
こ
れ
ま
で
の
実
績
の

数
々
を
筆
で
修
し
ゅ
う

飾し
ょ
くし

、
前
途
を
寿こ

と
ほい

だ
。
一
方
、
他
の
候
補
者
を
推
し
て
い
た
新
聞

は
音
楽
学
校
の
決
定
に
疑
惑
あ
り
と
書
き
立
て
た
。
曰い
わ

く
、
幸
が
選
ば
れ
た
の
は
、

音
楽
学
校
教
授
で
あ
る
延
の
横
車
が
働
い
た
結
果
で
あ
る
と
。
ま
た
あ
る
新
聞
は
女

性
留
学
無
用
論
を
展
開
し
た
。

　

横
車
な
ど
あ
り
え
な
い
。
東
京
音
楽
学
校
は
演
奏
と
い
う
実
力
主
義
に
よ
っ
て
貫つ
ら
ぬ

か
れ
て
い
る
公
平
な
場
だ
。
い
く
ら
延
が
妹
を
無
理
矢
理
海
外
に
送
ろ
う
と
考
え
て

も
、
他
の
教
授
陣
を
う
ん
と
言
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
女
性
留
学
無
用
論
も
当

た
ら
な
い
。
性
別
な
ど
関
係
な
し
に
、
幸
は
最
も
優す
ぐ

れ
た
演
奏
者
だ
。
幸
と
て
そ
れ

は
分
か
っ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
新
聞
記
事
の
内
容
は
、
あ
れ
ほ
ど
揺ゆ

ら
ぐ
こ
と
の
な

か
っ
た
幸
の
眼め

の
光
を
か
き
消
し
て
し
ま
う
ほ
ど
に
ひ
ど
か
っ
た
。

　

廉
太
郎
は
立
ち
上
が
っ
た
。

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。（ 

＊ 

印
の
付
い
て
い
る
言
葉

に
は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

　

明
治
三
十
年
代
、
東
京
音
楽
学
校
（
現
東と
う

京
き
ょ
う

藝げ
い

術
じ
ゅ
つ

大だ
い

学が
く

）
で
ピ
ア
ノ
を
専せ
ん

攻こ
う

す
る

瀧た
き

廉れ
ん

太た

郎ろ
う

は
、
バ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
幸こ
う

田だ

延の
ぶ

・
幸こ
う

姉
妹
と
知
り
合
う
。
延
は
廉
太
郎
の
師

で
あ
り
、
幸
は
彼
の
一
学
年
上
で
あ
っ
た
。
廉
太
郎
と
幸
は
共
に
東
京
音
楽
学
校
留
学

生
の
候
補
に
挙
が
っ
て
い
た
が
、
日
本
で
ま
だ
学
ぶ
こ
と
が
あ
る
と
考
え
る
廉
太
郎
は
、

ひ
そ
か
に
辞
退
し
て
い
た
。

　

一
月
ほ
ど
の
ち
、
延
以
来
中
断
さ
れ
て
い
た
音
楽
学
校
留
学
生
派は

遣け
ん

が
正
式
に
発

表
さ
れ
た
。

　

選
ば
れ
た
の
は
、幸
田
幸
だ
っ
た
。

　
　
＊

小こ

山や
ま

作さ
く

之の

助す
け

の
辞
退
は
報
じ
ら
れ
た
も
の
の
、

廉
太
郎
の
話
は
表

お
も
て

沙ざ

汰た

に
な
ら
な
か
っ
た
。

　

廉
太
郎
は
祝
い
の
言
葉
を
述
べ
る
た
め
に
、
日
曜
日
、
南

み
な
み

千せ
ん

住じ
ゅ

の
延
の
家
へ
と
自

転
車
を
走
ら
せ
た
。

　

延
の
借
家
は
驚
く
ほ
ど
に
静
か
だ
っ
た
。
廉
太
郎
が
自
転
車
を
引
い
て
小
さ
な
木

の
門
を
く
ぐ
る
と
、
演
奏
室
の＊

掃は

き
出
し
の
近
く
に
立
っ
て
い
た
延
が
廉
太
郎
に
気

づ
き
、
玄
関
へ
と
回
っ
て
き
た
。

「
瀧
君
か
。
よ
く
来
た
な
。」

「
幸
さ
ん
に
お
祝
い
の
言
葉
を
と
思
い
ま
し
て
。」

「
あ
あ
、
わ
ざ
わ
ざ
す
ま
な
い
。
上
が
っ
て
ゆ
く
と
い
い
。」

　

廉
太
郎
は
演
奏
室
に
通
さ
れ
、
部
屋
の
真
ん
中
に
置
か
れ
た
テ
ィ
ー
テ
ー
ブ
ル
に

座
ら
さ
れ
た
。
紅
茶
を
用
意
し
て
か
ら
、
延
は
家
の
奥
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た
。

　

一
人
、
し
ば
ら
く
待
っ
て
い
る
と
、
延
に
連
れ
ら
れ
て
幸
が
や
っ
て
き
た
。

　

だ
が
、
常
な
ら
ぬ
様
子
に
廉
太
郎
は
驚
い
た
。

　

な
り
は
い
つ
も
と
変
わ
ら
な
い
。
だ
が
、
何
か
が
あ
ま
り
に
違
う
。
違
和
感
を
見み

極き
わ

め
よ
う
と
首
を
ひ
ね
る
う
ち
、
よ
う
や
く
正
体
に
行
き
当あ

た

っ
た
。
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だ
が
、
音
が
わ
ず
か
に
柔
ら
か
く
、
固
い
打
鍵
感
も
和や

わ

ら
い
で
い
る
。
ま
る
で
、
持

ち
主
の
心
配
を
汲く

ん
で
、こ
の
日
ば
か
り
は
と
手
を
緩ゆ

る

め
て
い
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。

　

慌あ
わ

て
て
幸
が
続
く
形
で
曲
が
始
ま
っ
た
。

　

幸
の
バ
イ
オ
リ
ン
は
精せ

い

彩さ
い

を
欠
い
て
い
た
。
い
つ
も
の
思
い
切
り
が
な
く
、
萎し

お

れ

て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

廉
太
郎
は
ピ
ア
ノ
で
幸
を
先
導
す
る
。
グ
ラ
ン
ド
ピ
ア
ノ
よ
り
も
わ
ず
か
に
遅
い

鍵
盤
の
戻
り
が
も
ど
か
し
い
。
だ
が
、納
得
で
き
る
だ
け
の
演
奏
に
は
な
っ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
右
手
の
旋せ

ん

律り
つ

は
未い

ま

だ
に
わ
ず
か
に
弱
い
。

　

心
中
で
た
め
息
を
つ
き
な
が
ら
も
廉
太
郎
が
曲
全
体
を
引
っ
張
っ
て
ゆ
く
と
、
次し

第だ
い

に
幸
の
演
奏
に
も
変
化
が
訪
れ
始
め
た
。
ふ
い
ご
で
空
気
を
送
っ
て
や
っ
た
か
の

よ
う
に
熱
が
上
が
っ
た
。
周
囲
の
も
の
を
ち
り
ち
り
と
焼
く
ほ
ど
の
熱
気
に
思
わ
ず

振
り
返
る
と
、
幸
の
目
は
依い

然ぜ
ん

と
し
て
輝
か
な
い
も
の
の
、
完
成
し
た
立
ち
姿
、
ま

る
で
精せ

い

巧こ
う

な
か
ら
く
り
人
形
の
よ
う
に
体
に
染し

み
つ
い
た
動
作
を
繰
り
返
し
て
い

る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
廉
太
郎
の
放
つ
音
に
無
意
識
に
反
応
し
て
い
る
よ
う
だ
っ

た
。

　

廉
太
郎
は
舌
を
巻
く
。
こ
ち
ら
は
ア
ッ
プ
ラ
イ
ト
ピ
ア
ノ
と
は
い
え
、
心
の
入
ら

な
い
演
奏
で
廉
太
郎
を
凌し

の

ぐ
腕
を
見
せ
て
い
る
。

　

天
才
、
の
二
文
字
が
頭
を
掠か

す

め
る
。
こ
れ
ま
で
お
い
そ
れ
と
使
っ
て
こ
な
か
っ
た

言
葉
だ
が
、
幸
に
な
ら
使
っ
て
も
い
い
か
、
と
い
う
気
に
も
な
る
。

　
Ｘ
ず
る
い
。
思
わ
ず
口
を
つ
い
て
出
た
。

　

幸
に
対
す
る
妬ね

た

み
が
、
指
先
に
宿
っ
て
激
流
と
な
る
。

　

廉
太
郎
の
ピ
ア
ノ
が
音
色
を
変
え
た
。
今
の
今
ま
で
よ
り
も
音
の
一
つ
一
つ
が
よ

り
シ
ャ
ー
プ
に
、
そ
し
て
清せ

い

涼り
ょ
うな

も
の
へ
と
変
わ
っ
た
。
そ
の
変
化
に
誰
よ
り
も
戸

惑
っ
て
い
た
の
は
廉
太
郎
だ
っ
た
。ピ
ア
ノ
は
均
質
な
音
を
発
す
る
た
め
の
楽
器
だ
。

音
色
ま
で
変
化
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

　

戸
惑
っ
て
い
る
う
ち
に
、
曲
の
底
流
に
揺た

ゆ
た蕩

っ
て
い
た
幸
の
演
奏
に
も
力
が
戻
っ

て
き
た
。
思
わ
ず
振
り
返
る
と
、
⑶

幸
の
目
に
、
先
ほ
ど
ま
で
は
曇
っ
て
い
て
窺う

か
がう

⑵「
幸
さ
ん
、
僕
と
重
奏
を
し
て
く
れ
ま
せ
ん
か
。」

　

虚
を
衝つ

か
れ
た
よ
う
に
幸
は
目
を
丸
く
し
た
。

「
僕
ら
は
音
楽
家
で
す
。
百
万
語
を
費つ

い

や
す
よ
り
、
音
で
語
ら
っ
た
ほ
う
が
手
っ
取

り
早
い
と
思
い
ま
せ
ん
か
。」

　

や
や
あ
っ
て
頷う

な
ずい

た
幸
は
、
い
っ
た
ん
奥
に
戻
っ
た
。
そ
の
間
に
、
廉
太
郎
は
部

屋
の
隅す

み

に
置
か
れ
て
い
る
ア＊

ッ
プ
ラ
イ
ト
ピ
ア
ノ
に
向
か
い
、
鍵け

ん

盤ば
ん

の
表
面
を
手
ぬ

ぐ
い
で
払は

ら

っ
た
。

　

二
人
き
り
の
時
に
、
延
に
声
を
掛
け
ら
れ
た
。

「
す
ま
ん
な
。」

「
何
が
で
す
か
。」

「
い
や
、
幸
の
こ
と
だ
。
あ
ま
り
に
君
に
頼
り
す
ぎ
て
い
る
。」

「
た
ぶ
ん
、
そ
う
い
う
星
の
巡め

ぐ

り
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。」

「
君
に
は
勝
て
な
い
な
。」

　

延
が
そ
う
呆あ

き

れ
半
分
に
口
に
し
た
時
、
幸
は
バ
イ
オ
リ
ン
ケ
ー
ス
を
抱
え
て
戻
っ

て
き
た
。
手
早
く
バ
イ
オ
リ
ン
を
ケ
ー
ス
か
ら
取
り
上
げ
た
幸
は
、
光
の
戻
ら
な
い

目
で
ピ
ア
ノ
の
前
に
座
る
廉
太
郎
に
一い

ち

瞥べ
つ

を
く
れ
る
。

「
何
を
や
る
の
。」

「
モ＊

ー
ツ
ァ
ル
ト
『
ピ
ア
ノ
と
バ
イ
オ
リ
ン
の
た
め
の
ソ
ナ
タ
Ｋ
Ｖ
３
８
０
』。」

　

廉
太
郎
が
口
に
し
た
そ
の
時
、
幸
の
顔
が
凍
っ
た
。

　

因い
ん

縁ね
ん

の
曲
だ
。
ケ＊

ー
ベ
ル
に
弾
い
て
み
る
よ
う
に
と
言
わ
れ
、
二
人
で
思
い
切
り

斬き

り
合
っ
た
。
あ
の
時
は
幸
に
勝
ち
を
譲ゆ

ず

る
形
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
ケ
ー
ベ
ル

の
評
は
む
し
ろ
幸
に
対
し
て
辛か

ら

か
っ
た
。

「
い
い
の
？
」
怯お

び

え
た
よ
う
な
声
で
幸
が
言
う
。「
ア
ッ
プ
ラ
イ
ト
ピ
ア
ノ
は
連
打

に
向
か
な
い
ん
で
し
ょ
う
？　

あ
の
曲
は
連
打
が
多
い
ん
じ
ゃ
。」

「
大
丈
夫
で
す
。
戦
う
の
で
は
な
く
、
語
ら
う
だ
け
な
ら
ば
。」

　

廉
太
郎
は
息
を
つ
き
、
幸
と
息
を
合
わ
せ
る
こ
と
な
く
、
第
一
音
を
奏か

な

で
始
め
た
。

持
ち
主
の
性
格
を
反
映
し
て
か
四
角
四
面
で
硬
質
な
音
質
を
持
つ
こ
の
家
の
ピ
ア
ノ
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の
鳴
り
響
く
場
だ
け
は
こ
ん
な
に
も
純

じ
ゅ
ん

粋す
い

な
ん
だ
っ
て
信
じ
ら
れ
る
。」

　

そ
こ
ま
で
一
息
に
言
い
切
る
と
、
幸
は
手
早
く
バ
イ
オ
リ
ン
を
し
ま
い
、
部
屋
か

ら
出
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
。入
っ
て
き
た
時
よ
り
も
足
取
り
は
は
る
か
に
軽
か
っ
た
。 

そ
の
後
ろ
姿
を
見
送
っ
て
い
る
延
は
呆
れ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
が
、
そ
の
顔
に
、
穏お

だ

や
か
な
笑え

み
が
混
じ
っ
て
い
る
の
を
廉
太
郎
は
見
逃
さ
な
か
っ
た
。

「
ど
う
や
ら
、
妹
は
一
つ
皮
が
剥む

け
た
ら
し
い
。
礼
を
言
う
。」

「
い
え
、
僕
こ
そ
で
す
。
僕
が
こ
こ
ま
で
や
っ
て
こ
ら
れ
た
の
は
、
幸
さ
ん
の
お
か

げ
で
す
か
ら
。」

　

予＊

科
の
時
、
も
し
幸
の
演
奏
を
耳
に
し
て
い
な
け
れ
ば
、
も
し
か
し
た
ら
今い

ま

頃ご
ろ

官

吏
の
道
に
進
ん
で
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
入
学
し
て
か
ら
も
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
幸

が
廉
太
郎
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
壁
で
あ
り
続
け
て
く
れ
た
。
そ
の
お
か
げ
で
成
長

で
き
た
と
い
う
思
い
が
あ
る
。

「
そ
う
か
。
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
。」

ｙ「
だ
か
ら
、
僕
も
頑が

ん

張ば

ら
な
く
ち
ゃ
な
り
ま
せ
ん
。」

　

廉
太
郎
は
ア
ッ
プ
ラ
イ
ト
ピ
ア
ノ
の
蓋ふ

た

を
ゆ
っ
く
り
と
閉
じ
、
立
ち
上
が
っ
た
。

こ
と
り
、
と
い
う
蓋
の
奏
で
る
密ひ

そ

や
か
な
音
が
、
部
屋
の
中
に
満
ち
た
。

（
谷
津
矢
車
「
廉
太
郎
ノ
オ
ト
」
に
よ
る
）　

〔
注
〕
小こ

山や
ま

作さ
く

之の

助す
け 

―
― 

東
京
音
楽
学
校
教
授
。

　
　
　

掃は

き
出
し 

―
― 

室
内
の
塵ち

り

を
掃
き
出
す
た
め
の
小
窓
。

　
　
　

ア
ッ
プ
ラ
イ
ト
ピ
ア
ノ 

― 

― 

弦
を
垂
直
に
張
っ
た
家
庭
用
・
教
育
用
の
縦

型
ピ
ア
ノ
。

　
　
　

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
『
ピ
ア
ノ
と
バ
イ
オ
リ
ン
の
た
め
の
ソ
ナ
タ
Ｋ
Ｖ
３
８
０
』

　
　
　
　
　
　
　

 

―
― 

ウ
ィ
ー
ン
古
典
派
の
作
曲
家
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
曲
名
。

　
　
　

ケ
ー
ベ
ル 

―
― 

ラ
フ
ァ
エ
ル
・
フ
ォ
ン
・
ケ
ー
ベ
ル
。
廉
太
郎
の
師
。

　
　
　

予
科 
―
― 

戦
前
の
旧
制
学
校
に
お
け
る
、
大
学
へ
進
む
前
の
教
育
課
程
。

こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
は
ず
の
光
が
戻
っ
て
き
た
。 

顔
は
わ
ず
か
に
上
気
し
て
い
る
。

　

先
ほ
ど
ま
で
と
は
比
べ
物
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
に
研と

ぎ
澄
ま
さ
れ
た
バ
イ
オ
リ
ン
の
音

色
が
曲
を
底
上
げ
す
る
。
こ
れ
こ
そ
が
本
来
の
幸
田
幸
だ
。
共
に
曲
を
形
作
る
仲
間

す
ら
も
追
い
立
て
、
焼
き
尽
く
す
。

　

廉
太
郎
は
高
鳴
る
心
音
と
共
に
鍵
盤
を
必
死
で
叩
い
た
。
も
は
や
何
か
を
考
え
て

い
る
暇ひ

ま

は
な
か
っ
た
。あ
ら
ん
限
り
の
技
術
を
用
い
て
曲
を
追
い
か
け
、次
々
に
や
っ

て
く
る
幸
の
バ
イ
オ
リ
ン
の
暴
風
に
耐た

え
た
。

　

長
い
よ
う
で
短
い
旅
の
末
、
最
後
の
一
音
に
至
っ
た
時
に
は
、
廉
太
郎
は
疲
労
困こ

ん

憊ぱ
い

の
中
に
あ
っ
た
。
二
の
腕
が
痛
み
を
発
し
、
指
も
攣つ

り
か
け
て
い
る
。

　

振
り
返
る
と
、
ぎ
ら
ぎ
ら
と
目
を
輝
か
せ
た
幸
が
そ
こ
に
立
っ
て
い
た
。

　

バ
イ
オ
リ
ン
を
肩
か
ら
降
ろ
し
た
幸
が
廉
太
郎
に
話
し
か
け
て
き
た
。

「
あ
な
た
、
こ
の
演
奏
の
途
中
で
腕
を
上
げ
た
ん
じ
ゃ
な
い
？
」

「
か
も
、
し
れ
ま
せ
ん
。」

「
嫌
味
な
人
だ
わ
。
自
分
の
伸
び
し
ろ
を
見
せ
つ
け
る
な
ん
て
。」

「
い
や
、
そ
ん
な
つ
も
り
は
。」

　

慌
て
て
言
葉
を
否い

な

ん
だ
も
の
の
、
ど
こ
か
ほ
っ
と
し
て
い
る
廉
太
郎
も
い
た
。
口

ぶ
り
が
、
い
つ
も
の
幸
に
戻
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。

 

⑷
そ
ん
な
幸
は
、
ば
つ
悪
げ
に
自
分
の
視
線
を
足
元
に
落
と
し
た
。

「
わ
た
し
の
留
学
を
祝
い
に
来
た
っ
て
い
う
の
は
本
当
み
た
い
ね
。
あ
な
た
の
お
祝

い
、
確
か
に
受
け
取
っ
た
。
あ
な
た
を
見
て
る
と
、
深
く
考
え
る
の
が
馬ば

鹿か

馬ば

鹿か

し

く
な
る
わ
。
あ
な
た
は
自
分
が
伸
び
続
け
る
ん
だ
っ
て
頭
か
ら
信
じ
て
い
る
ん
だ
も

の
。
口
で
は
い
ろ
い
ろ
言
っ
て
て
も
。」

　

そ
う
だ
ろ
う
か
。
今
も
壁か

べ

に
ぶ
つ
か
っ
て
悩な

や

ん
で
い
る
。
実
際
、
先
の
演
奏
だ
っ

て
音
色
が
変
化
し
た
だ
け
で
、
右
手
が
弱
い
と
い
う
問
題
は
ま
る
で
解
決
し
て
い
な

い
。

「
あ
な
た
っ
て
屈く

っ

託た
く

が
な
い
の
よ
ね
。
だ
か
ら
近
く
に
い
る
と
腹
立
た
し
く
も
な
る

け
ど
、
今
日
だ
け
は
あ
り
が
た
か
っ
た
わ
。
世
間
が
ど
ん
な
に
汚
く
っ
た
っ
て
、
音
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〔
問
３
〕 ⑶
幸
の
目
に
、
先
ほ
ど
ま
で
は
曇
っ
て
い
て
窺う

か
がう
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
は

ず
の
光
が
戻
っ
て
き
た
。 

と
あ
る
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
の
か
。

そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア　

幸
は
、
彼
女
の
演
奏
に
衝
撃
を
受
け
た
廉
太
郎
の
ピ
ア
ノ
が
明め

い

瞭り
ょ
うで

さ
わ
や
か

な
音
色
に
な
っ
た
こ
と
に
気
付
き
、
そ
の
変
化
に
応
じ
よ
う
と
す
る
意
欲
を
抱
き

始
め
た
か
ら
。

イ　

幸
は
、
ケ
ー
ベ
ル
の
指
示
で
重
奏
し
た
時
よ
り
も
廉
太
郎
が
ピ
ア
ノ
の
腕
を
上

げ
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
、
自
分
も
負
け
て
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
思
い
を
抱
き

始
め
た
か
ら
。

ウ　

幸
は
、
廉
太
郎
が
彼
女
の
演
奏
と
は
関
わ
り
な
く
の
び
の
び
と
演
奏
し
て
い
る

こ
と
に
気
付
き
、
自
分
も
別
に
悩
み
苦
し
ま
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
思
い
を
抱
き

始
め
た
か
ら
。

エ　

幸
は
、
彼
女
の
演
奏
に
合
わ
せ
て
廉
太
郎
が
ピ
ア
ノ
の
音
色
を
変
化
さ
せ
て
き

た
こ
と
に
気
付
き
、
嫌
な
出
来
事
を
忘
れ
音
楽
を
楽
し
も
う
と
い
う
思
い
を
抱
き

始
め
た
か
ら
。

〔
問
１
〕 ⑴
紙
が
裂さ

け
る
よ
う
な
声
が
部
屋
に
満
ち
る
。 

と
あ
る
が
、
こ
の
表
現
か
ら

読
み
取
れ
る
様
子
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な

も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア　

新
聞
の
根
も
葉
も
な
い
報
道
に
憤ふ

ん

慨が
い

し
た
幸
の
、
他
者
に
自
分
の
怒
り
を
共
有

し
て
も
ら
お
う
と
し
て
故
意
に
発
し
た
大
声
が
部
屋
中
に
響
く
様
子
。

イ　

新
聞
の
心
な
い
報
道
に
傷
つ
き
い
ら
だ
っ
た
幸
の
、
他
者
に
留
学
に
つ
い
て
触

れ
ら
れ
る
こ
と
を
鋭
く
拒
絶
す
る
声
が
部
屋
中
に
響
き
わ
た
る
様
子
。

ウ　

新
聞
の
悪
意
あ
る
記
事
に
意
気
消
沈
し
て
い
る
幸
の
、
他
者
と
関
わ
り
た
く
な

い
と
い
う
思
い
が
不
意
に
声
と
な
っ
て
部
屋
中
に
響
き
わ
た
る
様
子
。

エ　

新
聞
の
批
判
的
な
記
事
に
自
信
を
失
い
つ
つ
あ
る
幸
の
、
他
者
の
留
学
に
つ
い

て
の
意
見
を
一
切
受
け
付
け
ま
い
と
す
る
声
が
部
屋
中
に
響
く
様
子
。

〔
問
２
〕 ⑵「
幸
さ
ん
、
僕
と
重
奏
を
し
て
く
れ
ま
せ
ん
か
。」 
と
あ
る
が
、
な
ぜ
こ
の

よ
う
に
言
っ
た
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
う
ち

か
ら
選
べ
。

ア　

幸
の
悲
し
み
を
癒い

や
し
て
心
の
重
荷
を
軽
く
す
る
に
は
、
志
を
共
に
す
る
自
分

が
渾こ

ん

身し
ん

の
演
奏
を
す
る
し
か
な
い
と
決
意
を
固
め
た
か
ら
。

イ　

幸
の
瞳ひ

と
み
か
ら
消
え
て
し
ま
っ
た
輝
き
を
取
り
戻
す
に
は
、
美
し
い
音
楽
に
よ
っ

て
心
を
慰な

ぐ
さめ

励
ま
す
こ
と
が
最
善
で
あ
る
と
思
っ
た
か
ら
。

ウ　

幸
の
音
楽
を
諦あ

き
ら
め
よ
う
と
し
て
い
る
思
い
を
翻

ひ
る
が
えす
に
は
、
バ
イ
オ
リ
ン
の
演
奏

に
よ
り
自
信
を
取
り
戻
さ
せ
る
の
が
よ
い
と
考
え
た
か
ら
。

エ　

幸
の
音
楽
に
対
す
る
純
粋
な
情
熱
を
呼
び
覚
ま
す
に
は
、
言
葉
で
説
得
す
る
よ

り
も
音
楽
の
力
を
借
り
た
ほ
う
が
よ
い
と
判
断
し
た
か
ら
。
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〔
問
６
〕　

本
文
の
表
現
や
内
容
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は

ど
れ
か
。
次
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア　
「
瀧
君
か
。
よ
く
来
た
な
。」「
す
ま
ん
な
。」
な
ど
、
延
の
言
葉
を
あ
え
て
男
女

の
区
別
が
つ
か
な
い
よ
う
に
表
現
し
、
様
々
な
分
野
で
女
性
が
活
躍
し
始
め
た
明

治
と
い
う
時
代
の
風
潮
を
感
じ
取
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

イ　
「
手
を
緩ゆ

る

め
て
い
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。」「
追
い
立
て
、
焼
き
尽
く
す
。」
な
ど
、

ピ
ア
ノ
や
バ
イ
オ
リ
ン
の
音
色
を
擬ぎ

人じ
ん

化か

し
て
表
現
し
、
演
奏
す
る
こ
と
の
戦
い

の
よ
う
な
厳
し
さ
を
感
じ
取
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

ウ　
「
バ
イ
オ
リ
ン
の
暴
風
」「
蓋
の
奏
で
る
密ひ

そ

や
か
な
音
」
な
ど
、見
え
な
い
「
音
」

を
文
学
的
に
表
現
し
、
音
楽
に
込
め
ら
れ
た
激
し
い
熱
情
や
、
一
つ
の
場
面
が
終

わ
る
と
き
の
静
か
な
調
和
を
感
じ
取
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

エ　
「
嫌
味
な
人
だ
わ
。」「
近
く
に
い
る
と
腹
立
た
し
く
も
な
る
」
な
ど
、
幸
が
廉
太

郎
を
評
す
る
言
葉
を
批
判
的
に
表
現
し
、
彼
女
が
廉
太
郎
を
敵
視
し
つ
つ
も
高
く

評
価
し
て
い
る
こ
と
を
感
じ
取
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

〔
問
４
〕 ⑷
そ
ん
な
幸
は
、
ば
つ
悪
げ
に
自
分
の
視
線
を
足
元
に
落
と
し
た
。 

と
あ
る

が
、
こ
の
と
き
の
心
情
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適

切
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア　

重
奏
中
に
、
廉
太
郎
の
ピ
ア
ノ
の
腕
が
上
達
し
た
こ
と
を
感
じ
取
り
、
先
入
観 

に
と
ら
わ
れ
て
慢ま

ん

心し
ん

し
練
習
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
い
た
自
分
の
演
奏
の
拙つ

た
な

さ
を 

情
け
な
く
思
う
心
情
。

イ　

重
奏
中
に
、
今
ま
で
問
題
に
も
し
て
い
な
か
っ
た
廉
太
郎
に
音
楽
の
才
能
が 

あ
る
こ
と
を
感
じ
取
り
、
自
分
の
失
礼
な
言
動
が
恥
ず
か
し
く
な
っ
て
心
か
ら
謝あ

や
ま

り
た
い
と
思
う
心
情
。

ウ　

重
奏
中
に
、
候
補
者
の
中
で
留
学
生
に
選
ば
れ
な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
祝
辞

を
述
べ
に
来
た
廉
太
郎
の
度
量
の
大
き
さ
を
感
じ
取
り
、
自
分
の
狭き

ょ
う

量り
ょ
う

さ
を
申

し
訳
な
く
思
う
心
情
。

エ　

重
奏
中
に
、
祝
辞
を
述
べ
に
来
た
廉
太
郎
の
誠
意
に
う
そ
が
な
い
と
感
じ
取
り
、

純
粋
な
音
楽
の
世
界
と
は
関
わ
り
の
無
い
世
評
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
自
分
を
恥 

ず
か
し
く
思
う
心
情
。

〔
問
５
〕
波
線
部
Ｘ
ず
る
い
。
思
わ
ず
口
を
つ
い
て
出
た
。 

と
、
ｙ「
だ
か
ら
、
僕
も

頑が
ん

張ば

ら
な
く
ち
ゃ
な
り
ま
せ
ん
。」 

で
は
、
廉
太
郎
の
心
情
は
ど
の
よ
う
に
変

化
し
た
か
。
六
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。
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ど
の
よ
う
に
根
底
か
ら
変
容
し
て
し
ま
う
か
を
見
通
せ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　

し
か
し
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
こ
の
一
九
六
〇
年
代
の
情
報
社
会
論
の
ビ
ジ
ョ

ン
は
、
そ
こ
で
想
像
さ
れ
て
い
た
射
程
を
超
え
て
実
現
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
変
化

は
、
一
九
九
五
年
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
爆ば

く

発は
つ

的て
き

に
社
会
に
普
及
し
て
い
く
な
か
で

決
定
的
な
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
の
変
化
の
ポ
イ
ン
ト
は
二
つ
あ
っ
て
、
一

つ
は
普
通
の
人
々
に
と
っ
て
の
情
報
や
知
識
へ
の
ア＊

ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
が
爆
発
的
に

拡
大
し
た
こ
と
で
す
。
新
し
い
検け

ん

索さ
く

シ
ス
テ
ム
が
次
々
に
登
場
し
、
ネ
ッ
ト
上
の
情

報
が
豊
か
に
な
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
そ
の
時
に
必

要
だ
と
思
っ
た
情
報
に
即
時
に
容
易
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
状
況
が
実
現
し
て
い
っ
た

の
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
、
誰
も
が
情
報
発
信
者
に
な
っ

て
い
っ
た
こ
と
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
、
知
識
人
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
メ
デ
ィ
ア
を

介
し
て
情
報
を
発
信
し
、
一
般
人
は
そ
の
受
け
手
と
い
う
構
図
が
支
配
的
で
し
た
。

ネ
ッ
ト
普
及
を
機
に
誰
も
が
情
報
発
信
者
と
な
り
、
こ
の
構
図
が
決
定
的
に
崩く

ず

れ
て

い
っ
た
の
で
す
。

　

検
索
に
よ
る
ネ
ッ
ト
上
の
莫ば

く

大だ
い

な
情
報
へ
の
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
の
拡
大
と
、
そ

れ
ら
の
情
報
の
編
集
可
能
性
の
拡
大
は
、
私
た
ち
の
知
的
生
産
の
ス
タ
イ
ル
を
大
き

く
変
え
ま
し
た
。
こ
の
変
化
の
中
で
、
今
日
、
ネ
ッ
ト
情
報
を
コ
ピ
ー
し
て
レ
ポ
ー

ト
を
作
成
す
る
学
生
や
、
報
道
機
関
の
記
者
が
十
分
な
取
材
を
し
な
い
ま
ま
ネ
ッ
ト

情
報
を
利
用
し
て
記
事
を
書
い
て
し
ま
い
、
後
で
そ
の
情
報
が
間
違
っ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
っ
て
問
題
と
な
る
ケ
ー
ス
な
ど
が
生
じ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
受
け
、
レ
ポ
ー
ト
や
記
事
を
書
く
際
、
ネ
ッ
ト
情
報
の
利
用
は

あ
く
ま
で
補
助
的
で
、
図
書
館
に
行
っ
て
直
接
文ぶ

ん

献け
ん

を
調
べ
、
現
場
へ
足
を
運
ん
で

取
材
を
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
人
も
い
ま
す
。
他
方
、
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
て
は

変
化
に
追
い
つ
け
な
い
の
で
、
ネ
ッ
ト
検
索
で
得
た
情
報
を
も
と
に
書
く
こ
と
も
認

め
る
べ
き
、
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
、
書
物
や
事
典
を
参
照
し
て
書
く
こ
と
と
、
ネ
ッ

ト
検
索
で
得
た
情
報
を
も
と
に
書
く
こ
と
の
間
に
本
質
的
な
差
は
な
い
と
主
張
す
る

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。（ 

＊ 

印
の
付
い
て
い
る
言
葉

に
は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

　
「
情
報
社
会
（inform

ation society

）」
と
い
う
概
念
は
、
日
本
か
ら
欧お

う

米べ
い

に
広

ま
っ
て
い
っ
た
概
念
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
主
役
は
増ま

す

田だ

米よ
ね

二じ

で
、
彼

は
「
情
報
社
会
」
と
い
う
名め

い

称し
ょ
うを
造
語
し
た
だ
け
で
な
く
、
海
外
で
の
講
演
で
彼
が

考
え
る
情
報
社
会
の
未
来
像
や
政
策
的
提
案
を
持
ち
歩
き
、
自
ら
の
命
名
を
世
界
に

広
め
た
と
さ
れ
ま
す
。
一
九
七
〇
年
代
半
ば
以
降
、欧
米
で
も
「
情
報
社
会
」
や
「
情

報
化
」
の
概
念
が
、
新
し
い
通
信
シ
ス
テ
ム
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
発
達
を
背
景
に
広

が
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
「
情
報
社
会
」
に
つ
い
て
の
想
像
力
は
、
日
本
が
ア
メ
リ
カ

に
先
行
し
て
い
た
ら
し
い
の
で
す
。

　

と
は
い
え
当
時
の
情
報
社
会
論
は
、
今
日
の
ネ
ッ
ト
社
会
の
到
来
を
正
確
に
予
言

し
て
い
た
の
で
は
必
ず
し
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
、
そ
こ
で
は
情
報
が
、
そ
の
⑴
質

的
な
構
造
次
元
を
捨＊

象
し
て
、
す
べ
て
を
量
的
な
変
化
で
一
元
的
に
把は

握あ
く

さ
れ
て
い

ま
し
た
。 

情
報
社
会
論
は
、
社
会
的
に
流
通
す
る
情
報
の
総
量
や
経
済
活
動
の
中
の

情
報
産
業
の
割わ

り

合あ
い

な
ど
の
量
的
変
化
が
社
会
の
構
造
的
な
変
容
を
も
た
ら
す
と
考
え

ま
し
た
。

　

ま
た
、
一
九
六
〇
年
代
の
日
本
の
情
報
社
会
論
は
、
情
報
技
術
の
革
新
が
社
会
を

根
底
か
ら
変
え
る
と
い
う
技
術
決
定
論
を
前
提
に
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
場
合
、
彼

ら
が
社
会
革
新
の
原
動
力
と
し
て
考
え
て
い
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
、
今
日
の
よ
う
な

Ｐ
Ｃ
や
モ
バ
イ
ル
を
端
末
と
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
は
な
く
、
ま
だ
な
お
大
型
電
子

計
算
機
で
し
た
。
増
田
の
議
論
で
は
、
工
業
社
会
か
ら
情
報
社
会
へ
の
移
行
に
よ
っ

て
、
蒸
気
機
関
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
、
近
代
工
場
は
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
、
物
的

生
産
力
は
知
的
生
産
力
に
、
市
場
経
済
は
共
働
経
済
に
、
労
働
運
動
は
市
民
運
動
に

取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
す
で
に
当
時
か
ら
、
専
門
的

技
術
サ
ー
ビ
ス
職
に
よ
る
知
的
労
働
の
拡
大
は
予
見
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
産
業
の

変
化
を
超
え
て
、
⑵
人
々
の
日
常
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
情
報
社
会
に
お
い
て

4
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念
や
事
象
の
記
述
が
相
互
に
結
び
つ
き
、
全
体
と
し
て
体
系
を
な
す
状
態
を
指
し
ま

す
。
い
く
ら
葉
や
実
や
枝
を
大
量
に
集
め
て
も
、
そ
れ
ら
は
情
報
の
山
に
す
ぎ
ず
、

知
識
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
情
報
だ
け
で
は
、
そ
こ
か
ら
新
し
い
樹
木
が
育
っ
て
く
る

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
そ
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
検
索
シ
ス
テ
ム
の
、
さ
ら

に
は
Ａ
Ｉ
の
最
大
の
リ
ス
ク
は
、
こ
の
⑷

情
報
と
知
識
の
質
的
な
違
い
を
曖あ

い

昧ま
い

に
し

て
し
ま
う
こ
と
に
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

　

と
い
う
の
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検
索
の
場
合
、
社
会
的
に
蓄ち

く

積せ
き

さ
れ
て
き
た
知
識

の
構
造
や
そ
の
中
で
の
個
々
の
要
素
の
位
置
関
係
な
ど
知
ら
な
く
て
も
、
つ
ま
り
樹

木
の
幹
と
枝
の
関
係
な
ど
何
も
わ
か
ら
な
く
て
も
、
知
り
た
い
情
報
を
瞬
時
に
得
る

こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
ネ
ッ
ト
の
ユ
ー
ザ
ー
は
、
そ
の
森
の
ど
の
あ

た
り
が
リ
ン
ゴ
の
樹き

の
群
生
地
で
、
そ
の
中
の
ど
ん
な
樹
に
お
い
し
い
リ
ン
ゴ
の
実

が
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
か
を
知
ら
な
く
て
も
、
瞬
時
に
ち
ょ
う
ど
い
い
具
合
の

リ
ン
ゴ
の
実
が
手
に
入
る
魔
法
を
手
に
入
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
そ
れ
で
、

そ
の
魔
法
の
使
用
に
慣
れ
て
し
ま
う
と
、
い
つ
も
リ
ン
ゴ
の
実
ば
か
り
を
集
め
て
い

て
、
そ
の
リ
ン
ゴ
が
実
っ
て
い
る
樹
の
幹
を
見
定
め
た
り
、
そ
こ
か
ら
出
て
い
る
い

く
つ
も
の
枝
の
関
係
を
見み

極き
わ

め
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で

す
。

　

さ
ら
に
Ａ
Ｉ
に
至
っ
て
は
、
ユ
ー
ザ
ー
は
自
分
が
リ
ン
ゴ
を
探
し
て
い
る
の
か
、

オ
レ
ン
ジ
を
探
し
て
い
る
の
か
が
わ
か
ら
な
く
て
も
、
目
的
を
達
成
す
る
に
は
リ
ン

ゴ
が
適
切
で
あ
る
こ
と
を
Ａ
Ｉ
が
教
え
て
く
れ
て
、
し
か
も
ま
だ
検
索
も
し
て
い
な

い
間
に
、
適
当
な
リ
ン
ゴ
を
い
く
つ
も
探
し
出
し
て
き
て
く
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
結
局
、
私
た
ち
は
検
索
シ
ス
テ
ム
や
Ａ
Ｉ
が
発
達
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
自
力
で

自
分
が
ど
ん
な
森
を
歩
い
て
い
る
の
か
を
知
る
能
力
を
失
っ
て
い
く
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。

 

⑸
本
を
読
ん
だ
り
書
い
た
り
す
る
こ
と
が
可
能
に
す
る
の
は
、
こ
れ
ら
と
は
対
照
的

な
経
験
で
す
。 
文
学
に
つ
い
て
は
言
明
を
差
し
控ひ

か

え
ま
す
が
、
少
な
く
と
も
哲て

つ

学が
く

や

社
会
学
、
人
類
学
、
政
治
学
、
歴
史
学
な
ど
の
本
に
関
す
る
限
り
、
そ
れ
ら
の
読
書

人
も
い
ま
す
。
⑶
ネ
ッ
ト
情
報
と
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
本
の
間
に
は
、
そ
も

そ
も
ど
ん
な
違
い
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。 

私
の
考
え
で
は
、
両
者
に
は
作
者
性
と
構

造
性
と
い
う
二
つ
の
面
で
質
的
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
本
の
場
合
、
誰
が
書
い

た
の
か
作
者
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
が
基
本
で
す
。
著
作
権
の
概
念
そ
の
も
の

が
、
あ
る
著
作
物
に
は
特
定
の
作
者
が
い
る
こ
と
を
前
提
に
発
展
し
て
き
た
わ
け
で

す
。
つ
ま
り
、
本
と
い
う
の
は
、
基
本
的
に
は
そ
の
分
野
で
定
評
の
あ
る
書
き
手
、

あ
る
い
は
定
評
を
得
よ
う
と
す
る
書
き
手
が
、
社
会
的
評
価
を
か
け
て
出
版
す
る
も

の
で
す
。
で
す
か
ら
、
書
か
れ
た
内
容
に
誤
り
が
あ
っ
た
り
、
誰
か
他
人
の
著
作
の

　

剽
＊
ひ
ょ
う

窃せ
つ

が
あ
っ
た
り
し
た
場
合
、
責
任
の
所
在
は
明
確
で
す
。
そ
の
本
の
作
者
が
責

任
を
負
う
の
で
す
。

　

こ
れ
に
対
し
て
ネ
ッ
ト
上
の
コ
ン
テ
ン
ツ
で
は
、
特
定
の
個
人
だ
け
が
書
く
と
い

う
よ
り
も
、
み
ん
な
で
集
合
的
に
作
り
上
げ
る
と
い
う
発
想
が
強
ま
る
傾
向
に
あ
り

ま
す
。
作
者
性
が
匿と

く

名め
い

化か

さ
れ
、
誰
に
で
も
開
か
れ
て
い
る
こ
と
が
、
ネ
ッ
ト
の
コ

ン
テ
ン
ツ
の
強
み
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
複
数
の
人
が
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
る
か

ら
相
対
的
に
正
し
い
と
い
う
前
提
が
あ
っ
て
、
こ
の
仮
説
は
実
際
、
相
当
程
度
正
し

い
の
で
す
。
つ
ま
り
、
本
の
場
合
は
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
著
者
が
責
任
を
取
る
の

に
対
し
、
ネ
ッ
ト
の
場
合
は
、
み
ん
な
が
共
有
し
て
責
任
を
取
る
点
に
違
い
が
あ
る

わ
け
で
す
。

　

二
つ
目
の
、
構
造
性
に
お
け
る
違
い
で
す
が
、
こ
れ
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、「
情

報
」
と
「
知
識
」
の
決
定
的
な
違
い
を
確か

く

認に
ん

し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
一
言
で

い
う
な
ら
ば
、「
情
報
」
と
は
要
素
で
あ
り
、「
知
識
」
と
は
そ
れ
ら
の
要
素
が
集

ま
っ
て
形
作
ら
れ
る
体
系
で
す
。
た
と
え
ば
、
私
た
ち
が
何
か
知
ら
な
い
出
来
事
に

つ
い
て
の
ニ
ュ
ー
ス
を
得
た
と
き
、
そ
れ
は
少
な
く
と
も
情
報
で
す
が
、
知
識
と
言

え
る
か
ど
う
か
は
ま
だ
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
の
情
報
が
、
既
存
の
情
報
や
知
識
と
結

び
つ
い
て
あ
る
状
況
を
解か

い

釈し
ゃ
くす

る
た
め
の
体
系
的
な
仕
組
み
と
な
っ
た
と
き
、
そ
の

ニ
ュ
ー
ス
は
初
め
て
知
識
の
一
部
と
な
る
の
で
す
。

　

知
識
と
い
う
の
は
バ
ラ
バ
ラ
な
情
報
や
デ
ー
タ
の
集
ま
り
で
は
な
く
、
様
々
な
概
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は
、
論
文
で
展
開
さ
れ
て
い
る
論
理
を
読
み
解
こ
う
と
し
ま
す
か
ら
、
表
面
的
な
記

述
の
異
同
は
気
づ
き
に
く
く
な
り
ま
す
。
そ
の
論
文
が
、
誰
の
先
行
す
る
理
論
に
影

響
を
受
け
て
い
る
の
か
、
論
理
展
開
の
背
景
に
ど
ん
な
こ
だ
わ
り
が
あ
る
の
か
は
読

み
取
る
の
で
す
が
、
個
々
の
表
現
の
表
面
的
な
変
化
や
異
同
は
、
な
か
な
か
細
か
く

は
見
き
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
、
人
間
よ
り
も
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
ほ
う
が
よ

ほ
ど
精
密
に
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
の
で
す
。

　

そ
れ
で
も
、
本
の
読
者
は
一
般
的
な
検
索
シ
ス
テ
ム
よ
り
も
は
る
か
に
深
く
そ
こ

に
あ
る
⑹
知
識
の
構
造
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
が
、
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

調
べ
も
の
を
し
て
い
て
、
な
か
な
か
最
初
に
求
め
て
い
た
情
報
に
行
き
つ
か
な
く
て

も
、
自
分
が
考
え
を
進
め
る
に
は
も
っ
と
興
味
深
い
事
例
が
あ
る
の
を
読
書
を
通
じ

て
発
見
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
図
書
館
ま
で
行
っ
て
本
を
探
し
て
い
た
な

ら
ば
、
そ
の
目
当
て
の
本
の
近
く
に
は
、
関
連
す
る
い
ろ
い
ろ
な
本
が
並
ん
で
い
て
、

そ
の
な
か
の
一
冊
に
手
を
伸
ば
す
こ
と
か
ら
研
究
を
大
発
展
さ
せ
る
き
っ
か
け
が
見

つ
か
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
様
々
な
要
素
が
構
造
的
に
結
び
つ
き
、
さ

ら
に
外
に
対
し
て
体
系
が
開
か
れ
て
い
る
の
が
知
識
の
特
徴
で
す
。
ネ
ッ
ト
検
索
で

は
、
こ
の
よ
う
な
知
識
の
構
造
に
は
至
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
検
索
シ
ス
テ
ム
は
、
そ

も
そ
も
知
識
を
断
片
化
し
、
情
報
と
し
て
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
大
量
の
迅じ

ん

速そ
く

処
理
を

可
能
に
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

（
吉
見
俊
哉
「
知
的
創
造
の
条
件
」
に
よ
る
）　

〔
注
〕
捨
象 

― 

― 

あ
る
要
素
や
性
質
を
考
察
す
る
と
き
、
他
の
要
素
や
性
質
を
考

察
の
対
象
か
ら
切
り
捨
て
る
こ
と
。

　
　
　

ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ 

―
― 

入
手
し
や
す
さ
。

　
　
　

剽ひ
ょ
う 

窃せ
つ 

― 

― 

他
人
の
文
章
な
ど
を
盗
用
し
、
自
分
の
も
の
と
し
て
発
表
す
る

こ
と
。

で
最
も
重
要
な
の
は
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
情
報
を
手
に
入
れ
る
こ
と
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
の
本
の
中
に
は
様
々
な
事
実
に
つ
い
て
の
記
述
が
含ふ

く

ま
れ
て
い
る
と
思

い
ま
す
が
、
重
要
な
の
は
そ
れ
ら
の
記
述
自
体
で
は
な
く
、
著
者
が
そ
れ
ら
の
記
述

を
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
け
、
い
か
な
る
論
理
に
基
づ
い
て
全
体
の
論
述
に
展
開
し
て

い
る
の
か
を
読
み
な
が
ら
見
つ
け
出
し
て
い
く
こ
と
な
の
で
す
。
こ
の
要
素
を
体
系

化
し
て
い
く
方
法
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
著
者
の
理
論
的
な
個
性
が
現
れ
ま
す
。

　

古
典
と
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
本
は
、そ
う
し
た
論
理
の
創
造
的
展
開
を
含
ん
で
お
り
、

よ
い
読
書
と
悪
い
読
書
の
差
は
、
そ
の
論
理
的
展
開
を
読
み
込
ん
で
い
け
る
か
、
そ

れ
と
も
表
面
上
の
記
述
に
囚と

ら

わ
れ
て
、
そ
の
レ
ベ
ル
で
自
分
の
議
論
の
権
威
づ
け
に

引
用
し
た
り
、自
分
と
の
意
見
の
違
い
を
強
調
し
た
り
し
て
し
ま
う
か
に
あ
り
ま
す
。

最
近
で
は
、
お
そ
ら
く
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
影
響
で
、
出
版
さ
れ
た
本
の
表
面
だ

け
を
つ
ま
み
食
い
し
、
そ
れ
ら
の
部
分
部
分
を
自
分
勝
手
な
論
理
で
つ
な
い
で
読
ん

だ
気
分
に
な
っ
て
書
か
れ
る
コ
メ
ン
ト
が
蔓ま

ん

延え
ん

し
て
い
ま
す
。
著
者
が
本
の
中
で
し

て
い
る
論
理
の
展
開
を
読
み
取
れ
な
け
れ
ば
、
い
く
ら
表
面
の
情
報
を
拾
い
集
め
て

み
て
も
本
を
読
ん
だ
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

今
の
と
こ
ろ
、
必
要
な
情
報
を
即
座
に
得
る
た
め
な
ら
ば
、
ネ
ッ
ト
検
索
よ
り
も

優す
ぐ

れ
た
仕
組
み
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
点
で
紙
の
本
の
読
書
は
、
ネ
ッ
ト
に
敵か

な

わ
な

い
。
わ
ざ
わ
ざ
図
書
館
ま
で
行
っ
て
、
関
係
の
あ
り
そ
う
な
本
を
何
冊
も
借
り
て
一

生
懸
命
読
ん
で
み
て
も
、
知
り
た
か
っ
た
情
報
に
行
き
当あ

た

ら
な
い
と
い
う
の
は
よ
く

あ
る
経
験
で
す
。
見
当
違
い
の
本
を
選
ん
で
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
借
り

て
き
た
本
を
隅す

み

か
ら
隅
ま
で
読
ん
で
も
、
肝
心
な
こ
と
は
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
も
起
こ
り
得
ま
す
。
し
か
し
ネ
ッ
ト
検
索
な
ら
ば
、は
る
か
に
短
時
間
で
、

関
係
の
あ
り
そ
う
な
本
を
読
む
よ
り
も
か
な
り
高
い
確
率
で
求
め
て
い
た
情
報
に
は

行
き
当
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
単
一
の
情
報
を
得
る
に
は
、
ネ
ッ
ト
検
索
の

ほ
う
が
読
書
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
す
。

　

同
じ
理
由
で
、
論
文
の
剽
窃
チ
ェ
ッ
ク
な
ど
も
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
検
索
シ
ス
テ

ム
の
ほ
う
が
熟
達
し
た
研
究
者
よ
り
も
高
い
確
率
で
問
題
点
を
抽

ち
ゅ
う

出し
ゅ
つし
ま
す
。
人
間
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〔
問
２
〕 ⑵
人
々
の
日
常
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
情
報
社
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う

に
根
底
か
ら
変
容
し
て
し
ま
う
か 

と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
変
容
し
た
の

か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア　

大
型
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
開
発
に
よ
っ
て
人
々
の
生
活
形
態
が
変
わ
り
、
物
の
生

産
を
中
心
と
し
た
社
会
か
ら
、
知
的
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
中
心
と
す
る
情
報
生
産

を
主
眼
と
す
る
社
会
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

イ　

情
報
を
検
索
で
き
る
ツ
ー
ル
の
開
発
に
よ
っ
て
、
誰
で
も
気
軽
に
情
報
に
ア
ク

セ
ス
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
一
部
の
メ
デ
ィ
ア
が
占せ

ん

有ゆ
う

し
て
い
た

情
報
発
信
を
誰
も
が
行
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ウ　

こ
れ
ま
で
対
面
中
心
だ
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
モ

バ
イ
ル
端
末
の
開
発
に
よ
っ
て
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
利
用
可
能
に
な
り
、
遠え

ん

隔か
く

地ち

で
も
対
話
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

エ　

誰
も
が
情
報
発
信
者
と
な
る
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
、
意
見
や
感
想
を
気
軽
に

発
信
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
マ
ス
コ
ミ
や
知
識
人
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の

地
位
が
相
対
的
に
低
下
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

〔
問
１
〕 ⑴
質
的
な
構
造
次
元
を
捨＊

象
し
て
、
す
べ
て
を
量
的
な
変
化
で
一
元
的
に
把は

握あ
く

さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も

適
切
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア　

情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
発
展
を
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
誰
も
が
情
報
を
気

軽
に
手
に
入
れ
て
発
信
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、
大
型
電
子
計
算
機
の
発
展
に
比
べ

れ
ば
取
る
に
足
ら
な
い
社
会
変
化
だ
と
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
。

イ　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
爆
発
的
な
普
及
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
大
流
行
と
い
っ
た
現
象
も
、

情
報
の
量
的
な
増
加
と
い
う
次
元
で
と
ら
え
、
情
報
技
術
の
革
新
こ
そ
が
社
会
構

造
を
進
化
さ
せ
る
と
い
う
側
面
を
重
要
視
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
。

ウ　

社
会
に
流
通
す
る
情
報
量
や
情
報
産
業
の
割
合
の
劇
的
な
増
加
が
、
社
会
構
造

を
変
容
さ
せ
る
と
専も

っ
ぱ

ら
考
え
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
開
発
や
モ
バ
イ
ル
端
末
の
普

及
と
い
っ
た
質
的
な
変
化
を
考こ

う

慮り
ょ

し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。

エ　

情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
容
易
に
な
り
、
誰
も
が
発
信
で
き
る
社
会
の
到
来
を
予

測
し
て
い
た
が
、
モ
バ
イ
ル
端
末
を
代
表
と
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
心
の
未
来
で

は
な
く
大
型
電
子
計
算
機
の
活
躍
を
予
測
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
。
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〔
問
３
〕 ⑶
ネ
ッ
ト
情
報
と
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
本
の
間
に
は
、
そ
も
そ
も
ど

ん
な
違
い
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。 

と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
と

い
う
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア　

著
作
物
は
特
定
の
著
者
が
社
会
的
評
価
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
書
か
れ
る
の
で

責
任
が
集
中
し
、
ネ
ッ
ト
情
報
は
集
合
的
に
作
ら
れ
責
任
が
分
散
さ
れ
る
と
い
う

違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

イ　

特
定
の
著
者
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
作
者
性
の
違
い
と
、
単
な
る
デ
ー

タ
の
集
積
で
は
な
く
、
情
報
が
体
系
化
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
構
造
性
の

違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

ウ　

著
作
物
は
単
な
る
情
報
の
集
合
体
で
は
な
く
、
既
存
の
概
念
や
記
述
が
相
互
に

結
び
つ
い
て
、
状
況
を
解
釈
で
き
る
体
系
的
な
意
味
を
有
す
る
と
い
う
構
造
的
な

違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

エ　

単
独
の
著
者
よ
り
も
複
数
が
チ
ェ
ッ
ク
す
る
情
報
の
方
が
相
対
的
に
正
し
い
と

い
う
違
い
と
、
情
報
が
複
雑
に
組
み
合
わ
さ
っ
た
体
系
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う

違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

〔
問
４
〕 ⑷
情
報
と
知
識
の
質
的
な
違
い
を
曖あ

い

昧ま
い

に
し
て
し
ま
う 

の
は
、
な
ぜ
か
。
そ

の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア　

検
索
シ
ス
テ
ム
で
は
知
識
を
断
片
化
し
て
情
報
と
し
て
処
理
速
度
を
高
め
る
た

め
に
、
体
系
的
な
知
識
の
構
造
を
犠ぎ

牲せ
い

に
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
目
的
に

即
し
た
結
果
が
得
ら
れ
、
同
等
に
感
じ
ら
れ
る
か
ら
。

イ　

樹
木
と
幹
や
枝
の
関
係
を
知
ら
な
く
て
も
、
お
い
し
い
リ
ン
ゴ
が
手
に
入
る
た

め
に
、
リ
ン
ゴ
が
実
っ
て
い
る
幹
を
見
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
よ
う
に
、

い
つ
の
間
に
か
情
報
収
集
能
力
が
衰
え
て
い
く
か
ら
。

ウ　

い
く
ら
情
報
を
大
量
に
集
め
て
も
知
識
に
は
な
り
得
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

Ａ
Ｉ
に
よ
る
補
助
が
あ
る
と
、
も
っ
と
も
ら
し
い
回
答
が
得
ら
れ
る
た
め
に
、
検

索
シ
ス
テ
ム
の
方
が
よ
り
優
秀
に
感
じ
ら
れ
る
か
ら
。

エ　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
検
索
結
果
は
早
い
上
に
正
確
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と

体
系
的
な
知
識
を
持
っ
た
人
が
出
し
た
答
え
に
違
い
が
な
け
れ
ば
、
両
者
に
質
的

な
違
い
は
な
い
た
め
に
、
評
価
が
曖
昧
に
な
る
か
ら
。

〔
問
５
〕 ⑸
本
を
読
ん
だ
り
書
い
た
り
す
る
こ
と
が
可
能
に
す
る
の
は
、
こ
れ
ら
と
は

対
照
的
な
経
験
で
す
。 

と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
経
験
か
。
そ
の
説
明
と
し

て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア　

最
初
に
求
め
て
い
た
情
報
を
得
ら
れ
な
く
と
も
、
読
書
を
通
し
て
自
己
の
議
論

や
考
察
が
深
め
ら
れ
、
有
益
な
事
例
と
出
会
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
経
験
。

イ　

著
者
の
論
理
の
創
造
的
展
開
を
と
ら
え
、
自
分
の
議
論
の
有
益
な
情
報
と
し
て

引
用
し
つ
つ
、
自
分
の
意
見
と
の
違
い
を
詳
し
く
検
証
す
る
と
い
う
経
験
。

ウ　

検
索
シ
ス
テ
ム
と
は
異
な
り
、
情
報
を
有
機
的
に
結
び
つ
け
て
体
系
化
し
て
い

く
方
法
や
、
論
述
に
お
け
る
論
理
の
展
開
を
発
見
し
て
い
く
と
い
う
経
験
。

エ　

表
面
上
の
記
述
に
囚
わ
れ
た
り
、
自
分
勝
手
な
論
理
に
陥お

ち
い
る
こ
と
な
く
、
著
者

が
著あ

ら
わし
た
情
報
を
模も

倣ほ
う

し
て
自
己
の
論
理
を
補
強
し
て
い
く
と
い
う
経
験
。
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〔
問
６
〕
こ
の
文
章
の
論
理
展
開
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を

次
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア　

は
じ
め
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
発
展
を
歴
史
的
に
紹
介
し
、
次
に
現
代
に
お
け

る
検
索
シ
ス
テ
ム
利
用
の
問
題
点
を
比
喩
を
用
い
て
述
べ
、
最
後
に
読
書
体
験
の

重
要
性
と
検
索
シ
ス
テ
ム
の
優
秀
性
を
平
行
し
て
論
じ
て
い
る
。

イ　

は
じ
め
に
情
報
社
会
が
日
本
発
の
概
念
で
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
、次
に
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
発
展
に
よ
る
生
産
の
変
化
を
書し

ょ

籍せ
き

と
の
相
違
に
基
づ
い
て
説
明
し
、
最

後
に
Ａ
Ｉ
と
比ひ

較か
く

し
た
知
識
の
優
位
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

ウ　

は
じ
め
に
情
報
社
会
の
発
展
の
歴
史
を
述
べ
、
次
に
今
後
Ａ
Ｉ
の
更さ

ら

な
る
活
躍

に
よ
っ
て
情
報
と
知
識
の
質
的
な
相
違
が
曖
昧
に
な
る
こ
と
を
予
測
し
、
最
後
に

読
書
体
験
と
検
索
シ
ス
テ
ム
の
違
い
を
比
較
し
て
論
じ
て
い
る
。

エ　

は
じ
め
に
情
報
社
会
の
到
来
を
歴
史
的
に
紹
介
し
、
次
に
情
報
と
知
識
に
お
け

る
作
者
性
と
構
造
性
の
違
い
を
解
説
し
な
が
ら
検
索
シ
ス
テ
ム
の
問
題
点
を
指し

摘て
き

し
、
最
後
に
検
索
シ
ス
テ
ム
の
優
位
点
と
限
界
を
論
じ
て
い
る
。

〔
問
７
〕 ⑹
知
識
の
構
造 

と
は
何
か
。
あ
な
た
の
考
え
を
、
二
百
字
以
内
に
ま
と
め
て

書
け
。
さ
ら
に
、
あ
な
た
の
書
い
た
文
章
に
ふ
さ
わ
し
い
題
名
を
解
答
用
紙

の
所
定
の
欄ら

ん

に
書
け
。
な
お
、 

、 

や 

。 

や 

「 

な
ど
の
ほ
か
、
書
き
出
し
や
改

行
の
際
の
空
欄
も
一
字
と
数
え
よ
。
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り
を
も
つ
時
空
だ
が
、
そ
れ
を
支
え
る
根
源
的
な
力
は
徐
々
に
減
衰
し
て
い
く
。
そ

れ
を
立
て
直
す
の
が
、「
世
直
し
」
で
あ
る
。
改
元
は
、
ま
さ
に
そ
の
世
直
し
の
た

め
に
行
わ
れ
た
。「
新
代
」
の
誕
生
に
よ
っ
て
、「
代
、
世
」
の
時
空
は
、
生
き
生
き

と
し
た
生
命
力
を
も
っ
て
生
ま
れ
変
わ
る
。
ま
さ
に
リ
セ
ッ
ト
で
あ
る
。
改
元
の
意

義
は
、
そ
こ
に
あ
る
。
改
元
に
際
し
て
、「
新
し
い
時
代
に
な
っ
た
」
と
い
う
感
想

が
見
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
「
新
代
」
の
意
識
に
よ
る
。
な
ら
ば
、
元
号
を
成
り
立
た

せ
て
い
る
時
空
意
識
が
、
西せ

い

暦れ
き

の
よ
う
な
直
線
的
な
時
間
意
識
と
は
、
決
定
的
に
異

な
っ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

ま
ず
は
、
一
日
の
あ
り
か
た
を
考
え
て
み
た
い
。
⑵
一
日
は
、
大
き
く
分
け
る
と

昼
と
夜
か
ら
構
成
さ
れ
る
が
、
そ
の
昼
と
夜
も
時
間
で
は
な
く
、
も
と
も
と
は
空
間

性
を
あ
わ
せ
も
つ
時
空
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
。 

夜
が
神
の
世
界
と
し
て
あ
り
、

昼
が
人
の
活
動
の
許
さ
れ
る
世
界
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
基
本
に
な
る
。
そ

の
こ
と
は
、『＊

日に

本ほ
ん

書し
ょ

紀き

』「＊

崇す

神じ
ん

紀き

」
の
箸は

し

墓は
か

伝
説
の
記
事
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て

も
、
確
か
め
ら
れ
る
。

　
　

 

故か
れ

、
時と

き
の
ひ
と人、

そ
の
墓
を
号な

づ

け
て
箸
墓
と
謂い

ふ
。
是こ

の
墓
は
、
日ひ

る

は
人
作
り
、
夜

は
神
作
る
。　
　

 

（「
崇
神
紀
」
十
年
九
月
条
）

　
　

 〔
と
き
の
人
は
そ
の
墓
を
名
づ
け
て
箸
墓
と
い
う
。
そ
の
墓
は
昼
は
人
が
造
り
、

夜
は
神
が
造
っ
た
。〕

　

箸
墓
は
、
近
年
、
卑ひ

弥み

呼こ

の
墓
で
は
な
い
か
と
す
る
説
も
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

こ
で
は
そ
の
箸
墓
を
、
昼
は
人
が
作
り
、
夜
は
神
が
作
っ
た
と
あ
る
。
夜
、
人
は
活

動
で
き
な
い
の
で
、
そ
こ
で
神
が
作
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

夜
が
神
の
世
界
と
い
う
時
、
そ
の
神
に
は
魔
物
や
妖よ

う

怪か
い

の
類
、
悪あ

っ

鬼き

、
悪あ

く

霊り
ょ
うな

ど

も
含ふ

く

ま
れ
る
。
夜
と
は
、
そ
う
し
た
恐
ろ
し
い
モ
ノ
た
ち
の＊

跳ち
ょ
う

梁り
ょ
う・
跋ば

っ
こ扈
す
る
世

界
と
し
て
あ
っ
た
。
そ
こ
で
人
は
、
夜
の
明
け
る
ま
で
、
じ
っ
と
家
の
中
に
隠こ

も

る
こ

と
を
余よ

儀ぎ

な
く
さ
れ
た
。

　

そ
の
夜
と
昼
の
境
界
が
、
ア
シ
タ
（
朝
）
と
ユ
フ
へ
（
夕
）
に
な
る
。
こ
の
境
界

の
時
間
帯
は
、
ど
ち
ら
も
夜
と
昼
と
の
接
点
で
も
あ
る
か
ら
、
人
は
恐
ろ
し
い
モ
ノ

次
の
文
章
を
読
ん
で
、あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。（〔　

〕内
は
現
代
語
訳
を
補
っ

た
も
の
で
あ
る
。 

＊ 

印
の
付
い
て
い
る
言
葉
に
は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が

あ
る
。）

＊

瑞ず
い

祥し
ょ
うの

出
現
に
よ
っ
て
、
年
号
を
改
め
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
奈な

良ら

時
代
に
は
、
不

思
議
な
亀か

め

の
出
現
に
よ
っ
て
、
年
号
を
改
め
た
例
が
あ
る
。「
霊れ

い

亀き

」「
神
亀
」
が
そ

れ
で
あ
る
。
そ
う
し
た
亀
の
出
現
が
「
新

あ
ら
た

代よ

」
の
始
ま
り
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、「
新
代
」
と
は
何
か
。
そ
の
「
代
」
を
、
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
。

　

そ
の
「
代
」
＝
ヨ
だ
が
、
同
音
の
文
字
を
見
て
い
く
と
、「
世
、
齢
、
寿
、
節
」

な
ど
が
あ
る
。
こ
の
中
で
、
⑴
ヨ
の
意
義
を
も
っ
と
も
よ
く
示
す
の
が
「
節よ

」
で
あ

る
。
竹
の
節ふ

し

が
わ
か
り
や
す
い
が
、
節
と
節
の
間
の
空
洞
も
ヨ
と
呼
ん
だ
。『
竹
取

物
語
』
で
、
か
ぐ
や
姫
を
発
見
し
た
あ
と
、
竹た

け

取と
り
の
お
き
な

翁
は
「
よ
ご
と
に
黄こ

金が
ね

あ
る
竹
」

を
見
つ
け
た
と
あ
る
。
そ
の
「
よ
」
が
こ
の
「
節よ

」
に
な
る
。
こ
の
竹
の
「
節よ

」
か

ら
、
ヨ
が
前
後
に
明
確
な
し
き
り
を
も
つ
空
間
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。

　
「
代
、
世
、
齢
、
寿
」
も
、
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
今
日
で
は
時
間

と
考
え
ら
れ
が
ち
だ
が
、「
節よ

」
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、空
間
性
を
も
あ
わ
せ
も
つ
。

つ
ま
り
時
空
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
大
事
な
の
は
、
こ
の
ヨ
に
は
、
ヨ
を
生
成
・
維い

持じ

さ
せ
る
力
が
あ
る
と
信

じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。ヨ
の
時
空
を
支
え
る
根
源
的
な
力
と
い
っ
て
も
よ
い
。

そ
の
力
は
、
ヨ
の
推
移
と
と
も
に
、
次し

第だ
い

に
衰
え
て
く
る
。「
齢
、
寿
」
は
、
年ね

ん

齢れ
い

＝
寿じ

ゅ

命み
ょ
うを
意
味
す
る
が
、
そ
こ
か
ら
も
右
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
生
ま
れ
て

か
ら
死
ぬ
ま
で
が
寿
命
だ
が
、そ
の
一
生
を
支
え
る
生
命
力
は
次
第
に
衰
え
て
く
る
。

次
の
歌
は
、
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
す
。

　
　

お
の
が
齢よ

の
衰
へ
ぬ
れ
ば＊

白し
ろ

栲た
へ

の
袖そ

で

の
馴な

れ
に
し
君
を
し
そ
思
ふ

　
　

 〔
わ
が
齢よ

わ
い

の
ほ
ど
が
衰
え
て
し
ま
っ
た
の
で
、
白し

ろ

栲た
え

の
袖
が＊

褻な

れ
る
よ
う
に
、

馴
れ
親
し
ん
だ
あ
な
た
の
こ
と
ば
か
り
を
思
う
こ
と
だ
。〕

　
「
代
、
世
」
に
つ
い
て
も
、
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。「
代
、
世
」
も
、
前
後
に
し
き

5
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こ
の
よ
う
に
、
春
は
ま
ず
は
そ
の
訪
れ
が
意
識
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
春
が
甦

よ
み
が
えり
の

季
節
で
あ
る
こ
と
に
も
か
か
わ
っ
て
い
る
。
一
方
、
秋
は
む
し
ろ
そ
の
深
ま
り
が
意

識
さ
れ
た
。そ
の
秋
の
深
ま
り
は
、木
の
葉
の
色
づ
き
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
。な
お
、

付
言
す
れ
ば
、『
万
葉
集
』
で
は
、木
の
葉
の
色
づ
き
は
通
常
「
黄
葉
」
と
表
記
さ
れ
、

「
紅
葉
」「
赤
葉
」
の
例
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
訓よ

み
も
モ
ミ
ヂ
で
な
く
清
音
の

モ
ミ
チ
に
な
る
。

　

そ
の
「
黄
葉
」
だ
が
、
そ
れ
を
促う

な
がす

秋
の
霊
威
は
、
山
か
ら
野
を
通
じ
て
人
里
に

及
ん
で
来
る
も
の
と
さ
れ
た
。
実
際
に
も
、「
黄
葉
」
は
、
寒
暖
の
差
の
大
き
な
山

の
あ
た
り
か
ら
山や

ま

裾す
そ

に
向
か
っ
て
少
し
ず
つ
深
ま
っ
て
い
く
か
ら
、
秋
の
霊
威
が
人

里
に
下
り
て
く
る
様
子
は
、視
覚
的
に
も
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、

気
が
つ
い
て
み
る
と
、
い
つ
の
間
に
か
人
里
は
秋
の
気
配
に
す
っ
か
り
覆お

お

わ
れ
て
い

た
。
そ
れ
が
、
当
時
の
人
び
と
の
実
感
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
秋
の
霊
威
が
、
少
し
ず
つ

こ
の
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
に
依
り
憑
き
、そ
れ
が
こ
の
世
界
に
充み

ち
て
く
る
と
、

世
界
全
体
が
秋
の
ま
っ
た
だ
中
に
な
る
。
⑶
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
季
節
は
や
は
り

時
間
で
は
な
く
、
空
間
性
を
も
つ
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
「
新
代
」
に
⑷
筆
を
起
こ
し
て
、 

日
本
の
古
代
の
時
間
意
識
が
空
間
性
を
も
あ
わ

せ
も
つ
時
空
意
識
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
こ
こ
で
重

要
な
の
は
、
ヨ
（
代
、
世
、
齢
、
寿
、
節
）
に
せ
よ
、
一
日
に
せ
よ
、
季
節
に
せ
よ
、

そ
こ
に
は
こ
の
世
界
の
外
側
か
ら
訪
れ
る
何
ら
か
の
力
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
で

あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
古
代
の
日
本
人
は
、
こ
の
世
界
を
取
り
巻
く
外
界
を
絶

対
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
、
そ
こ
か
ら
や
っ
て
く
る
霊
威
を
受
け
と
め
る
よ
う
な
感

性
、
つ
ま
り
受
動
的
な
感
性
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
古
代
の
人
び
と

は
、
外
界
に
対
し
て
、
つ
ね
に
受
け
身
で
接
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
ま
た
、

古
代
の
人
び
と
は
、
こ
の
世
界
を
人
間
中
心
の
も
の
と
し
て
見
て
は
い
な
か
っ
た
こ

と
を
意
味
す
る
。
外
界
を
自
然
と
置
き
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
な
ら
ば
、
古
代

の
人
び
と
は
、
そ
の
よ
う
な
外
界
＝
自
然
に
対
し
て
つ
ね
に
謙
虚
な
姿
勢
を
も
っ
て

臨の
ぞ

ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。
現
代
人
は
、
人
間
中
心
の
文
化
を
作
り
、
自
然
に
対
し

た
ち
と
遭そ
う

遇ぐ
う

す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ア
シ
タ
、
ユ
フ
へ
は
、
カ
ハ
タ
レ
時
、
タ
ソ
カ

レ
時
と
も
呼
ば
れ
た
。
そ
れ
は
、
明
け
方
や
夕
暮
れ
に
、
偶ぐ

う

然ぜ
ん

出で

遭あ

っ
た
怪あ

や

し
い
人

影
に
向
か
っ
て
、「
彼か

は
誰た

れ

（
あ
れ
は
誰
か
）」「
誰た

そ
彼か

れ

（
誰
だ
あ
れ
は
）」
と＊

誰す
い

何か

し
て
、
そ
の
正
体
を
問
い
た
だ
す
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

夜
と
昼
の
切
り
替
わ
り
を
一
瞬
の
も
の
と
し
て
感
じ
取
る
場
合
も
あ
る
が
、
た
と

え
ば
朝
の
場
合
に
は
、
ど
こ
か
遠
く
の
世
界
か
ら
、
少
し
ず
つ
朝
の
気
配
が
こ
の
世

界
に
侵し

ん

入に
ゅ
うし

、
気
づ
い
て
見
る
と
、
い
つ
の
間
に
か
朝
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
の
が
、

実
際
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
ひ
そ
か
に
忍
び
寄
る
朝
の
気
配
は
、
人
に
は
な
か
な
か
察

知
で
き
な
い
。
そ
れ
を
真
っ
先
に
受＊

感
す
る
の
は
鳥
た
ち
、
と
り
わ
け
「
庭
つ
鳥
」

と
呼
ば
れ
る
鶏

に
わ
と
りで
あ
る
。鶏
の
鳴
く
音ね

に
よ
っ
て
、人
は
朝
が
近
づ
い
た
こ
と
を
知
っ

た
。

　

季
節
の
推
移
に
つ
い
て
も
同
様
な
こ
と
が
い
え
る
。
季
節
は
、
現
在
で
は
、
春
夏

秋
冬
の
四
季
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
同
じ
長
さ
を
も
つ
時
間
と
し
て
理
解
さ
れ
て

い
る
が
、
古
代
で
は
、
四
季
は
対
等
に
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
基
本
は
、

春
と
秋
と
に
あ
っ
た
。
夏
と
冬
は
、
も
と
も
と
は
、
そ
れ
に
付
随
す
る
、
あ
る
い
は

そ
れ
を
準
備
す
る
た
め
の
時
期
と
さ
れ
て
い
た
。

　

そ
こ
で
、
そ
の
春
と
秋
だ
が
、
古
代
の
人
び
と
は
、
こ
れ
を
時
間
と
し
て
で
は
な

く
、
空
間
性
を
あ
わ
せ
も
つ
時
空
と
し
て
捉と

ら

え
て
い
た
。『
万
葉
集
』
で
は
、
春
や

秋
が
歌
わ
れ
る
場
合
、
多
く
そ
の
到
来
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
春
の
場
合
、
と
く
に

そ
の
傾
向
が
顕け

ん

著ち
ょ

に
う
か
が
え
る
。季
節
も
ま
た
、こ
の
世
界
に
い
つ
の
ま
に
か
や
っ

て
く
る
不
思
議
な
力
の
現
れ
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
。

　

現
在
で
も
桜
前
線
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
桜
の
開
花
に
よ
っ
て
、
古
代
の
人
び

と
は
春
の
訪
れ
を
感
じ
取
っ
た
。
鶏
の
鳴
く
音
に
よ
っ
て
、
朝
の
訪
れ
を
知
る
の
と

同
じ
で
あ
る
。
い
つ
の
ま
に
か
こ
の
世
に
忍
び
寄
っ
た
春
の
霊
威
が
、
自
然
の
何
か

に
依よ

り
憑つ

き
、
そ
の
萌き

ざ

し
を
そ
こ
に
現
す
。
―
―
古
代
の
人
び
と
は
、
そ
の
よ
う
に

理
解
し
た
。
樹
木
な
ど
で
あ
れ
ば
、
枝
先
の
芽
が
ふ
く
ら
み
、
そ
れ
が
花
開
く
と
こ

ろ
に
、
春
の
気
配
の
訪
れ
を
感
じ
取
っ
た
こ
と
に
な
る
。
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〔
問
１
〕 ⑴
ヨ
の
意
義 

と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適

切
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア　

時
間
的
な
流
れ
を
完
全
に
区
切
る
と
と
も
に
、
前
後
に
あ
る
空
白
の
期
間
を
身

体
的
な
感
覚
を
通
し
て
認に

ん

識し
き

さ
せ
る
効
果
も
持
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
。

イ　

も
の
ご
と
の
流
れ
を
前
後
で
仕
切
る
だ
け
で
な
く
、
仕
切
り
に
空
間
的
な
間か

ん

隔か
く

を
伴
っ
て
い
る
こ
と
を
実
感
さ
せ
る
効
果
も
持
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
。

ウ　

前
後
の
空
間
を
物
理
的
に
仕
切
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
空
間
を
刷
新
し
て
支
え

る
た
め
の
力
の
存
在
を
信
じ
さ
せ
る
効
果
も
持
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
。

エ　

流
れ
ゆ
く
時
空
を
区
切
る
役
割
と
と
も
に
、
区
切
ら
れ
た
時
空
ど
う
し
が
継
続

性
を
保
っ
て
い
る
こ
と
を
明
示
す
る
効
果
も
持
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
。

〔
問
２
〕 ⑵
一
日
は
、
大
き
く
分
け
る
と
昼
と
夜
か
ら
構
成
さ
れ
る
が
、
そ
の
昼
と
夜

も
時
間
で
は
な
く
、
も
と
も
と
は
空
間
性
を
あ
わ
せ
も
つ
時
空
と
し
て
意
識

さ
れ
て
い
た
。 

と
あ
る
が
、
夜
と
昼
の
移
り
変
わ
り
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と

し
て
意
識
し
て
い
た
の
か
。
該が

い

当と
う

す
る
箇
所
を
本
文
中
か
ら
二
十
一
字
以
上

二
十
五
字
以
内
で
探
し
、
書
き
抜
け
。

て
野
放
図
に
振
る
舞
う
あ
ま
り
、
時
に
手
痛
い
し
っ
ぺ
返
し
を
受
け
た
り
も
す
る
。

そ
の
意
味
で
、
⑸
古
代
の
人
び
と
の
世
界
像
の
あ
り
よ
う
を
知
る
こ
と
は
、
け
っ
し

て
無む

駄だ

で
は
な
い
と
信
じ
て
い
る
。

（
多
田
一
臣
「『
万
葉
集
』
の
言
葉
の
世
界
」
に
よ
る
）　

〔
注
〕
瑞ず
い

祥し
ょ
う 
―
― 

め
で
た
い
事
の
き
ざ
し
と
な
る
し
る
し
。
吉
兆
。

　
　
　

白し
ろ

栲た
へ 

―
― 
カ
ジ
ノ
キ
や
コ
ウ
ゾ
の
皮
の
繊
維
で
織
っ
た
白
い
布
。

　
　
　

褻な

れ
る 

―
― 
着
慣
れ
る
。

　
　
　

日に

本ほ
ん

書し
ょ

紀き 

―
― 
奈
良
時
代
に
完
成
し
た
歴
史
書
。

　
　
　

崇す

神じ
ん

紀き 

―
― 

第
十
代
天
皇
で
あ
る
崇
神
天
皇
に
関
し
て
書
か
れ
た
記
録
。

　
　
　

跳
ち
ょ
う

梁り
ょ
う・

跋ば
っ
こ扈 

― 

― 

悪
者
な
ど
が
勢
力
を
ふ
る
い
、
好
き
勝
手
に
ふ
る
ま
う

こ
と
。

　
　
　

誰す
い

何か 

―
― 

声
を
か
け
て
、
だ
れ
か
と
名
を
問
い
た
だ
す
こ
と
。

　
　
　

受
感 

―
― 

刺
激
に
気
づ
き
、
受
け
入
れ
る
こ
と
。
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〔
問
５
〕 ⑸
古
代
の
人
び
と
の
世
界
像
の
あ
り
よ
う 

と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
世
界
を

捉
え
て
い
る
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か

ら
選
べ
。

ア　

周
囲
の
自
然
と
対
立
す
る
の
を
避さ

け
る
た
め
に
、
外
界
と
の
間
に
空
間
的
境
界

を
設
定
し
距き

ょ

離り

を
保
つ
一
方
で
、
そ
の
境
界
を
越
え
て
浸
透
し
て
く
る
自
然
の
力

に
よ
り
日
々
の
生
活
が
成
立
す
る
と
考
え
て
い
る
。

イ　

人
間
を
中
心
と
し
た
空
間
と
外
部
の
自
然
が
混
ざ
り
合
う
領
域
を
重
視
し
、
相

互
に
影
響
し
あ
っ
て
生
じ
る
環
境
の
変
化
や
得
ら
れ
る
自
然
の
恩
恵
に
対
し
、
畏い

敬け
い

の
念
を
抱
く
の
は
当
然
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

ウ　

外
界
を
変
化
さ
せ
て
い
く
神
秘
の
力
に
逆
ら
う
こ
と
を
せ
ず
、
常
に
人
間
は
自

然
に
対
し
服
従
す
る
関
係
に
あ
る
と
認
識
し
、
環
境
の
変
化
に
対
す
る
人
間
の
介

入
を
極
力
避
け
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
る
。

エ　

周
囲
に
存
在
す
る
自
然
の
存
在
を
絶
対
視
す
る
と
と
も
に
、
自
然
が
も
つ
神
秘

的
な
力
が
人
間
の
空
間
に
浸
透
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
生
活
を
取
り
巻
く
様
々
な

現
象
や
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

〔
問
３
〕 ⑶
こ
の
よ
う
な
意
味 

と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
意
味
か
。
そ
の
説
明
と
し
て

最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア　

人
間
が
季
節
の
移
ろ
い
を
感
じ
る
際
に
は
、
実
際
に
流
れ
て
い
る
時
間
に
伴
っ

て
桜
の
開
花
や
紅
葉
が
風
景
を
支
配
し
て
い
く
と
い
う
視
覚
的
変
化
が
重
要
で
あ

り
、
時
間
と
場
所
の
相
互
作
用
が
必
要
と
な
る
と
い
う
意
味
。

イ　

人
間
が
季
節
の
訪
れ
を
知
覚
す
る
に
は
、
四
季
の
中
心
で
あ
る
春
と
秋
を
そ
れ

ぞ
れ
隔へ

だ

て
て
い
る
夏
の
緑
や
冬
の
雪
が
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
春
や
秋
の

空
間
が
刷
新
さ
れ
る
過
程
を
必
要
と
し
て
い
る
と
い
う
意
味
。

ウ　

人
間
が
季
節
の
変
化
を
体
感
す
る
に
あ
た
っ
て
、
春
や
秋
の
気
配
が
風
景
を
変

え
る
様
子
を
明
確
に
把は

握あ
く

し
認
識
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
人
間
が
世
界
を
空

間
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
。

エ　

人
間
が
季
節
の
到
来
を
実
感
す
る
際
に
、
春
や
秋
を
代
表
す
る
自
然
現
象
が
次

第
に
目
の
前
の
風
景
に
現
れ
、
や
が
て
周
囲
の
世
界
を
全
て
埋
め
尽
く
し
て
い
く

と
い
う
空
間
的
な
変
化
の
過
程
が
伴
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
。

〔
問
４
〕 ⑷
筆
を
起
こ
し
て
、 

と
あ
る
が
、
こ
れ
と
同
じ
意
味
・
用
法
で
「
起
こ
す
」

が
用
い
ら
れ
て
い
る
短
文
を
、
次
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア　

新
た
な
健
康
増
進
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
起
こ
し
た
。

イ　

取
材
で
録
音
し
た
音
声
の
デ
ー
タ
を
起
こ
し
た
。

ウ　

彼
の
ヒ
ッ
ト
作
は
社
会
的
ブ
ー
ム
を
起
こ
し
た
。

エ　

新
年
度
の
目
標
に
向
け
て
や
る
気
を
起
こ
し
た
。
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