
国

語

問

題

注
　
意
　
事
　
項

1
　
問
題
冊
子
は
、
監
督
者
が
「
解
答
始
め
」
の
指
示
を
す
る
ま
で
開
か
な
い
こ
と
。

2
　
問
題
冊
子
は
全
部
で
20
ペ
ー
ジ
で
あ
る
。
脱
落
の
あ
っ
た
場
合
に
は
申
し
出
る
こ
と
。

3
　
現
代
シ
ス
テ
ム
科
学
域
・
法
学
部
・
経
済
学
部
・
商
学
部
・
看
護
学
部
・
生
活
科
学
部
の
受
験
者
は
、

2
ペ
ー
ジ
か
ら
15
ペ
ー
ジ
ま
で
の
第
一
問
・
第
二
問
の
み
、
国
語
解
答
用
紙
Ⅰ
に
解
答
す
る
こ
と
。

　
　
た
だ
し
、
看
護
学
部
・
生
活
科
学
部
の
受
験
者
は
、
出
願
時
に
国
語
を
選
択
し
た
者
の
み
解
答
で

き
る
。

4
　
文
学
部
の
受
験
者
は
、
2
ペ
ー
ジ
か
ら
15
ペ
ー
ジ
ま
で
の
第
一
問
・
第
二
問
に
つ
い
て
は
、
国
語

解
答
用
紙
Ⅰ
に
、
ま
た
、
16
ペ
ー
ジ
か
ら
20
ペ
ー
ジ
ま
で
の
第
三
問
に
つ
い
て
は
、
国
語
解
答
用
紙

Ⅱ
に
解
答
す
る
こ
と
。

5
　
解
答
用
紙
の
所
定
欄
に
、
受
験
番
号
（
左
右
2
箇
所
）、
氏
名
を
必
ず
記
入
す
る
こ
と
。

6
　
解
答
は
、
す
べ
て
解
答
用
紙
の
所
定
欄
に
記
入
す
る
こ
と
。

7
　
解
答
以
外
の
こ
と
を
書
い
た
と
き
は
、
該
当
箇
所
の
解
答
を
無
効
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。

8
　
問
題
冊
子
の
余
白
は
下
書
き
に
使
用
し
て
も
よ
い
。

9
　
問
題
冊
子
は
持
ち
帰
る
こ
と
。

前
期
日
程

二
〇
二
四
年
度

頁 

数
1
　　 1



頁 

数
2
　　 1
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（余　　白）
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　「
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
や
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
神
々
だ
が
、
私
は
人
間
だ
」
と
ブ
ラ
ー
ム
ス
は
言
っ
た
が
、
確
か
に
、
こ
の
春
か
ら
夏
に
か
け
て
聴
き
続
け

た
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
音
楽
は
、「
神
」
の
高
み
に
迫
る
音
楽
で
あ
っ
た
。
二
十
世
紀
最
大
の
神
学
者
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
に
と
っ
て
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト

は
「
特
愛
」
の
音
楽
家
だ
っ
た
が
、
そ
の
有
名
な
『
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
』
の
冒
頭
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
へ
の
告
白
」
で
あ
る
。
神

に
告
白
す
る
よ
う
に
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
へ
の
愛
を
語
っ
て
い
る
。
確
か
に
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
も
「
神
」
の
境
地
に
接
す
る
音
楽
で
あ
る
。

　
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
音
楽
を
聴
き
続
け
た
後
に
、
ブ
ラ
ー
ム
ス
を
久
し
ぶ
り
に
聴
く
と
、
ま
さ
に
こ
れ
は
「
人
間
」
の
音
楽
だ
。
し
か
し
、
こ
の
「
人

間
」
の
次
元
で
の
音
楽
の
、
何
と
心
に
染
み
込
む
よ
う
に
聴
こ
え
て
来
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ニ
ー
チ
ェ
は
、
十
九
世
紀
の
後
半
に
「
神
は
死
ん
だ
」
と

言
っ
た
が
、
二
十
一
世
紀
前
半
の
今
日
、「
人
間
」
が
死
に
つ
つ
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
無
論
、
人
間
の
肉
体
の
話
で
は
な
く
、「
人
間
」
と
い
う
イ
デ
ー
の

こ
と
だ
。「
人
間
」
は
、
解
体
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
人
間
」
が
消
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
を
感
じ
て
い
る
日
々
、
ブ
ラ
ー
ム
ス
の
「
人
間
」
の

声
と
し
て
の
音
楽
を
聴
く
と
、
あ
あ
、「
人
間
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
得
た
の
だ
と
い
う
思
い
に
突
き
上
げ
ら
れ
る
の
だ
。
例
え
ば
、
交
響

曲
第
４
番
ホ
短
調
の
第
２
楽
章
「
ア
ン
ダ
ン
テ
・
モ
デ
ラ
ー
ト
」
を
聴
い
て
い
る
と
、「
ブ
ラ
ー
ム
ス
は
い
い
な
あ
」
と
つ
く
づ
く
思
う
。
神
々
の
よ
う

だ
と
か
偉
大
だ
と
か
天
才
だ
と
か
と
い
っ
た
讃さ

ん

嘆た
ん

で
は
な
く
、
人
間
で
あ
る
こ
と
を
掘
り
下
げ
る
ブ
ラ
ー
ム
ス
は
何な

ん
て
い
い
奴や
つ

な
ん
だ
ろ
う
と
い
う

深
々
と
し
た
親
し
み
に
貫
か
れ
た
共
感
な
の
で
あ
る
。
大
音
楽
家
に
向
か
っ
て
、「
奴
」
も
な
い
が
、
そ
う
言
い
た
く
な
る
く
ら
い
に
人
間
的
な
共
感
な

の
だ
。

　
バ
ル
ト
は
、『
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
』
に
収
め
ら
れ
た
「
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
へ
の
感
謝
の
手
紙
」
の
中
で
、「
私
は
、
暮
色
ま
す
ま
す
濃
く
な
り
ま
さ
る
今
世
紀

が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
あ
な
た
を
必
要
と
し
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。」
と
書
い
て
い
る
。
バ
ル
ト
の
生
き
た
「
今
世
紀
」、
則す
な
わち
二
十
世
紀
に
は
、
こ
う
言
え

た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
我
々
が
生
き
て
い
る
二
十
一
世
紀
は
、
ど
う
か
。
確
か
、
吉
田
秀
和
が
、
月
刊
『
レ
コ
ー
ド
芸
術
』
の
連
載
で
、
二
〇
〇
一
年
九

月
十
一
日
の
米
中
枢
同
時
テ
ロ
の
後
だ
っ
た
と
思
う
が
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
Ｃ
Ｄ
を
扱
っ
て
い
る
話
の
中
で
、
も
う
世
界
は
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
を
聴
け
な

く
な
っ
て
来
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
て
、
ハ
ッ
と
し
た
こ
と
が
あ
る
。
余
り
に
美
し
く
て
、
現
実
の
世
界
と
か
け
離
れ
す

（
注
一
）

（
注
二
）

①

（
注
三
）

（
注
四
）

第
一
問

次
の
文
章
を
よ
く
読
ん
で
、
後
の
設
問
に
答
え
よ
。（
五
十
点
）
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ぎ
て
い
る
、
絵
空
事
の
美
し
さ
の
よ
う
に
さ
え
感
じ
ら
れ
る
、
こ
の
美
し
さ
を
聴
く
の
は
も
う
辛つ
ら

い
と
い
っ
た
思
い
を
、
今
日
の
現
実
世
界
を
生
き
ざ
る

を
得
な
い
現
代
人
は
抱
く
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
な
ら
ば
、
二
十
一
世
紀
も
二
十
余
年
経た

ち
、
さ
ら
に
「
暮
色
ま
す
ま
す
濃
く

な
り
ま
さ
る
」
現
在
に
は
、「
ほ
か
な
ら
ぬ
あ
な
た
を
必
要
と
し
て
い
る
」
と
は
、
言
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
今
日
、

こ
の
「
あ
な
た
」
は
誰
か
。
私
は
、
ブ
ラ
ー
ム
ス
こ
そ
そ
れ
だ
と
思
う
の
だ
。

　
こ
の
ブ
ラ
ー
ム
ス
の
「
人
間
」
と
し
て
の
音
楽
は
、「
物
の
あ
は
れ
」
の
音
楽
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
知
れ
な
い
。
特
に
、「
間
奏
曲
」
な
ど
の
ピ
ア
ノ

小
品
に
、
そ
れ
は
は
っ
き
り
感
じ
ら
れ
る
。
明
治
時
代
に
、
外
遊
先
で
、
初
め
て
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
交
響
曲
第
５
番
「
運
命
」
を
聴
い
て
圧
倒
さ
れ
た

岡
倉
天
心
は
、「
こ
れ
こ
そ
西
洋
が
東
洋
に
ま
さ
る
唯
一
の
芸
術
か
も
し
れ
ぬ
」
と
感
嘆
し
た
が
、
も
し
本
居
宣
長
が
ブ
ラ
ー
ム
ス
を
聴
い
た
と
し
た
ら
、

こ
れ
こ
そ
西
洋
の
「
物
の
あ
は
れ
」
だ
と
言
っ
て
、
ブ
ラ
ー
ム
ス
の
音
楽
を
愛
聴
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
空
想
に
誘
わ
れ
る
。

　
　（
中
略
）

　
村
岡
典つ
ね

嗣つ
ぐ

は
、
そ
も
そ
も
「
物
の
あ
は
れ
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

凡お
よ

そ
、
あ
は
れ
と
は
、「
見
る
も
の
、
聞
く
も
の
、
触
る
る
事
に
、
心
の
感
じ
て
出い

づ
る
嘆た
ん

息そ
く

の
声
」
で
、
畢ひ
っ
き
ょ
う竟こ
れ
、
人
心
自
然
の
感
情
で
あ
る
。

而し
か

し
て
元
来
は
喜
怒
哀
楽
凡す
べ

て
の
感
情
の
う
ご
く
と
こ
ろ
を
、
お
し
な
べ
て
「
あ
は
れ
」
と
言
つ
た
の
で
、
こ
は
、
古
来
の
文
献
に
あ
ら
は
れ
た

「
あ
は
れ
」
の
意
義
に
徴
し
て
さ
だ
か
で
あ
る
が
、
そ
の
、
漸よ
う
よ
う
単
に
悲
哀
の
感
情
に
つ
け
て
の
み
言
ふ
や
う
に
な
つ
た
の
は
、
人
情
あ
ま
た
あ
る

中
に
、
悲
哀
の
情
が
こ
と
に
深
い
か
ら
で
あ
る
。
即す
な
わ
ち
あ
は
れ
て
ふ
本
来
の
意
味
は
、
感
ず
と
い
ふ
こ
と
、「
物
の
あ
は
れ
」
と
は
や
が
て
、
事
物

に
存
す
る
「
あ
は
れ
さ
」
で
あ
る
。

　
ブ
ラ
ー
ム
ス
の
間
奏
曲
を
貫
く
も
の
は
、
こ
の
「
あ
は
れ
さ
」
な
の
で
あ
る
。
ブ
ラ
ー
ム
ス
に
親
し
み
を
感
じ
る
日
本
人
が
多
い
理
由
は
、
こ
の
「
物

の
あ
は
れ
」
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
か
ら
か
も
知
れ
な
い
。
作
品
１
１
７
の
１
の
間
奏
曲
を
聴
い
て
、
西
行
の
「
心
な
き
身
に
も
あ
は
れ
は
知
ら
れ
け
り

鴫し
ぎ

立
つ
沢
の
秋
の
夕
暮
れ
」
が
思
い
浮
か
ん
で
来
る
人
も
い
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
作
品
１
１
８
の
６
の
間
奏
曲
に
定
家
の
「
春
の
夜
の
夢
の
浮
橋
と
だ

え
し
て
峰
に
別
る
る
横
雲
の
空
」
を
連
想
し
た
と
し
て
も
、
少
し
も
お
か
し
く
は
あ
る
ま
い
。
小
林
秀
雄
は
、
ブ
ラ
ー
ム
ス
で
は
な
く
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の

②

（
注
五
）

（
注
六
）

（
注
七
）

③

（
注
八
）

（
注
九
）
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最
後
の
ピ
ア
ノ
・
ソ
ナ
タ
変
ロ
長
調
を
聴
い
て
、「
こ
れ
は
西
行
の
歌
　
　
願
は
く
は
花
の
し
た
に
て
春
死
な
ん
そ
の
き
さ
ら
ぎ
の
望も
ち

月づ
き

の
こ
ろ
　
　
の

よ
う
な
曲
だ
」
と
言
っ
た
が
、
こ
の
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の
曲
は
、
ブ
ラ
ー
ム
ス
の
曲
想
に
近
い
。
西
洋
音
楽
か
ら
和
歌
を
連
想
す
る
と
い
う
の
は
、
決
し
て

鑑
賞
の
遊
戯
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
変
奏
の
一
種
で
あ
る
。
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の
ソ
ナ
タ
に
西
行
の
「
願
は
く
は
」
の
歌
を
思
い
浮
か
べ
る
と
い
う
の
は
、

や
は
り
小
林
な
ら
で
は
の
見
事
な
変
奏
と
言
っ
て
い
い
。

　
晩
年
の
小
林
秀
雄
は
、
本
居
宣
長
に
没
入
し
た
が
、「『
物
の
あ
は
れ
』
の
説
に
つ
い
て
」
の
中
で
、「
宣
長
の
、
あ
は
れ
を
説
く
言
葉
を
辿た
ど

つ
て
行
く

と
、
以
上
の
様
に
、
そ
れ
は
、
表
面
上
、
理
性
に
も
道
徳
に
も
関
係
は
な
い
が
、
深
い
と
こ
ろ
で
は
、
こ
れ
ら
と
離
れ
る
事
は
出
来
な
い
所ゆ
え
ん以
が
、
明
ら

か
に
な
る
。
あ
は
れ
は
情
に
は
違
ひ
な
い
が
、
人
間
に
お
の
づ
か
ら
備
は
る
一
種
の
智ち

慧え

と
言
つ
て
も
少
し
も
差
支
へ
な
い
。『
世
俗
に
も
、
世
間
の
事

を
よ
く
し
り
、
こ
と
に
あ
た
り
た
る
人
は
、
心
が
ね
れ
て
よ
き
と
い
ふ
に
同
じ
』（
紫
文
要
領
）
と
さ
へ
言
ふ
。
こ
の
端
的
な
智
慧
の
普
遍
性
は
、『
さ
ま

ざ
ま
に
義
理
を
つ
け
て
、
む
つ
か
し
く
』
見
よ
う
と
し
な
け
れ
ば
、
見
付
か
る
も
の
だ
。
儒
仏
の
道
は
、
む
つ
か
し
く
説
か
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
根
底
を

見
れ
ば
、『
物
の
あ
は
れ
を
し
る
』
心
が
、
な
く
て
は
適か
な

は
ぬ
と
宣
長
は
考
へ
る
。」
と
書
い
て
い
る
。

　
バ
ル
ト
が
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
に
対
し
て
「
私
は
、
暮
色
ま
す
ま
す
濃
く
な
り
ま
さ
る
今
世
紀
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
あ
な
た
を
必
要
と
し
て
い
る
と
思
う
」

と
言
っ
た
の
に
対
し
て
、
私
が
、
さ
ら
に
「
暮
色
ま
す
ま
す
濃
く
な
り
ま
さ
る
」
二
十
一
世
紀
は
、「
ほ
か
な
ら
ぬ
」
ブ
ラ
ー
ム
ス
を
必
要
と
し
て
い
る

と
思
う
の
は
、
こ
の
「
物
の
あ
は
れ
」
が
、
人
間
の
基
底
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
だ
。
人
間
の
基
底
で
あ
る
と
い
う
意
味
は
、
こ
の
「
人
心
自
然
の

感
情
」
が
、「
深
い
と
こ
ろ
で
は
」「
理
性
に
も
道
徳
に
も
」「
離
れ
る
事
は
出
来
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。「
物
の
あ
は
れ
」
は
、
美
学
で
と
ど
ま
る
も
の
で

は
な
い
。
倫
理
学
に
ま
で
い
く
も
の
で
あ
る
。「
物
の
あ
は
れ
」
を
唯
美
主
義
と
と
ら
え
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
本
居
宣
長
に
つ
い
て
の
誤
解
の
淵え

ん

源げ
ん

は
そ
こ
に
あ
る
。「
物
の
あ
は
れ
」
は
、
美
だ
け
で
は
な
い
。
義
を
含
ん
で
い
る
も
の
な
の
だ
。

　
今
日
、
こ
の
人
間
の
人
間
た
る
所
以
で
あ
る
「
物
の
あ
は
れ
」
が
、
失
わ
れ
て
来
て
い
る
よ
う
に
危
惧
さ
れ
る
。
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
や
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン

は
神
々
で
、
ブ
ラ
ー
ム
ス
が
人
間
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
果
し
て
何
か
。
人
間
か
ら
も
転
落
し
つ
つ
あ
る
何
も
の
か
に
な
っ
て
来
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。

　
村
岡
は
、「
こ
の
あ
は
れ
と
感
ず
る
感
情
は
、
人
生
の
自
然
で
、
如い

何か

な
る
人
で
も
あ
れ
、
感
ず
べ
き
物
に
触
る
れ
ば
、
感
ず
る
が
な
ら
ひ
で
あ
る
が
、

而し
か

も
な
ほ
、
人
に
よ
り
又
境
遇
に
よ
り
、
感
ず
べ
き
事
物
に
当
り
て
も
、
感
ぜ
ざ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
を
『
物
の
あ
は
れ
を
知
ら
ぬ
』
と
い
ふ
。
こ
れ

（
注
十
）

（
注
十
一
）

（
注
十
二
）

④
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に
対
し
て
、
何
人
に
ま
れ
、
感
ず
べ
き
事
に
当
り
て
感
ず
べ
き
心
を
知
り
て
感
ず
る
を
、『
物
の
あ
は
れ
を
知
る
』
と
い
ふ
の
で
あ
る
。」
と
書
い
て
い

る
。

　
今
や
、
二
十
一
世
紀
も
二
十
余
年
経
っ
た
現
代
の
風
潮
は
、「
物
の
あ
は
れ
を
知
ら
ぬ
」
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
は
い
な
い
か
。「
儒
仏
の
道
」
に
加
え

て
現
代
の
日
本
で
は
、
西
洋
の
思
想
も
「
む
つ
か
し
く
説
か
れ
て
ゐ
る
」
が
、「
そ
の
根
底
」
に
「
な
く
て
は
適
は
ぬ
」「
物
の
あ
は
れ
を
し
る
」
心
が
稀き

薄は
く

に
な
っ
て
は
い
な
い
か
。
だ
か
ら
、
思
想
の
言
葉
は
拡
散
す
る
ば
か
り
で
深
ま
ら
な
い
の
だ
。
そ
し
て
、
人
間
の
感
情
が
、
粗
雑
に
な
り
、
あ
る
い
は

過
激
に
な
り
、
そ
の
表
出
は
、
露
骨
に
な
り
、
暴
力
的
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
間か
ん

歇け
つ

泉せ
ん

の
よ
う
に
興
奮
と
熱
狂
が
起
り
、
そ
れ
が
止や

む
と
無
感
動

の
状
態
に
戻
る
。

　
　（
中
略
）

　
ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
の
「
春
の
祭
典
」
の
リ
ズ
ム
が
、
パ
リ
で
爆
発
し
た
の
は
二
十
世
紀
の
初
め
、
一
九
一
三
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
オ
ネ
ゲ
ル
は

「
今
世
紀
の
終
ら
ぬ
う
ち
に
」
と
予
言
し
た
が
、
確
か
に
二
十
一
世
紀
も
二
十
余
年
経
っ
た
今
日
、「
初
歩
的
な
メ
ロ
デ
ィ
に
乱
暴
に
ぶ
ち
切
ら
れ
た
リ
ズ

ム
を
つ
け
た
よ
う
な
、
き
わ
め
て
簡
単
で
野
蛮
な
音
楽
」
が
こ
の
世
界
を
蔽お
お

っ
て
い
る
。

　
明
治
の
批
評
家
、
斎
藤
緑
雨
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
の
一
つ
「
老
た
る
と
な
く
若
き
と
な
く
、
男
、
女
の
胸
の
さ
さ
や
き
の
凝こ

り
た
る
も
の
、
世
々
に
流
れ

て
音
楽
と
は
な
り
け
ら
し
、
音
楽
は
即
ち
国
の
さ
さ
や
き
也な
り

。
彼か

れ
の
曲
と
此こ

れ
の
歌
と
、
強し
い

て
東
西
の
異
る
を
綴つ
づ

り
合
せ
て
、
妖
怪
に
似
た
る
声
を
な

す
音
楽
あ
る
と
き
は
、
妖
怪
に
似
た
る
声
を
な
す
の
日
本
国
な
る
こ
と
を
知
る
べ
し
。」
を
思
い
出
す
。
音
楽
は
「
国
の
さ
さ
や
き
」
な
の
だ
。
緑
雨
は
、

文
明
開
化
の
風
潮
の
批
判
と
し
て
、
西
洋
音
楽
の
受
容
の
仕
方
を
問
題
に
し
た
の
だ
が
、
国
の
中
に
ど
の
よ
う
な
音
楽
が
「
流
れ
て
」
い
る
か
、
国
民
が

ど
の
よ
う
な
音
楽
を
耳
に
し
て
い
る
か
は
、
重
要
な
問
題
な
の
で
あ
る
。
今
の
日
本
に
「
妖
怪
に
似
た
る
声
を
な
す
音
楽
」
が
溢あ
ふ

れ
て
は
い
な
い
か
。
日

本
と
い
う
国
は
、「
妖
怪
に
似
た
る
声
を
な
す
の
日
本
国
」
に
堕
し
て
い
な
い
か
。
だ
か
ら
、
音
楽
を
聴
く
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
趣
味
の
次
元
の
も

の
で
は
な
い
の
だ
。
音
楽
が
弛し

緩か
ん

す
る
と
き
、
国
も
弛
緩
す
る
。
音
楽
が
堕
落
す
る
と
き
、
国
も
堕
落
す
る
の
だ
。

　
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
を
聴
く
と
い
う
こ
と
は
、
西
洋
文
明
に
対た
い

峙じ

す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
結
果
と
し
て
日
本
文
明
は
深
ま
る
の
で
あ
る
。
私

が
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
を
聴
き
つ
づ
け
た
の
も
、
そ
う
い
う
意
図
で
あ
っ
た
。
今
回
、
ブ
ラ
ー
ム
ス
を
ほ
ぼ
全
曲
聴
く
の
も
、
同
じ
思
い
で
あ
る
。「
国

の
さ
さ
や
き
」
の
中
に
は
、「
物
の
あ
は
れ
」
が
「
流
れ
て
」
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
だ
。

（
注
十
三
）

（
注
十
四
）

（
注
十
五
）

（
注
十
六
）
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今
や
、「
物
の
あ
は
れ
を
知
る
」
こ
と
を
回
復
す
る
秋と
き

で
あ
る
。「
物
の
あ
は
れ
を
知
る
」
こ
と
は
、
現
代
の
よ
う
な
狂
気
と
非
常
識
に
あ
ふ
れ
た
時
代

に
お
い
て
、
正
気
を
保
ち
常
識
に
立
つ
た
め
に
必
要
な
の
だ
。
感
傷
に
浸
る
こ
と
で
は
な
い
。
小
林
秀
雄
は
、
ブ
ラ
ー
ム
ス
に
は
、
忍
耐
、
意
志
、
勇
気

と
い
っ
た
も
の
が
あ
り
、
普
通
言
わ
れ
る
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
作
曲
家
と
い
う
評
価
は
全
く
の
誤
解
だ
と
言
っ
た
。「
物
の
哀
れ
へ
浸
る
こ
と
の
い
よ
深

き
を
希
求
」
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
し
て
、
乱
脈
な
リ
ズ
ム
に
踊
ら
さ
れ
て
い
る
現
在
の
人
間
の
言
葉
と
思
考
に
、
旋
律
を
取
り
戻
さ
な
く
て
は
な

ら
な
い
の
だ
。

（
新
保
祐
司
『
ブ
ラ
ー
ム
ス
・
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
』（
藤
原
書
店
、
二
〇
二
三
年
）
よ
り
。
一
部
を
省
略
し
、
表
記
等
を
変
更
し
た
。）

〔
注
〕　（
一
）
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
　
　
ス
イ
ス
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
者
。
一
八
八
六
～
一
九
六
八
年
。

（
二
）
ニ
ー
チ
ェ
　
　
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
。
一
八
四
四
～
一
九
〇
〇
年
。

（
三
）
イ
デ
ー
　
　
理
念
、
観
念
。

（
四
）
吉
田
秀
和
　
　
音
楽
評
論
家
、
随
筆
家
。
一
九
一
三
～
二
〇
一
二
年
。

（
五
）「
物
の
あ
は
れ
」 

　
　
本
文
後
出
の
本
居
宣
長
（
江
戸
中
期
の
国
学
者
。
一
七
三
〇
～
一
八
〇
一
年
）
が
提
唱
し
た
、
平
安
時
代
の
文
芸

の
美
的
理
念
。
後
出
の
「
紫
文
要
領
」（
一
七
六
三
年
）
や
、「
源
氏
物
語
玉
の
小お

櫛ぐ
し

」（
一
七
九
九
年
）
な
ど
の
宣
長
の
著
作
に
お
い
て

論
じ
ら
れ
た
。

（
六
）
岡
倉
天
心
　
　
明
治
期
に
活
躍
し
た
美
術
評
論
家
。
一
八
六
二
～
一
九
一
三
年
。

（
七
）
村
岡
典つ
ね

嗣つ
ぐ

　
　
国
学
者
、
歴
史
学
者
。
一
八
八
四
～
一
九
四
六
年
。

（
八
）
作
品
　
　
こ
こ
で
は
作
品
番
号
（opus num

ber

）
の
こ
と
。
作
品
番
号
は
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
作
曲
家
の
作
品
に
付
け
ら
れ
た
認

識
番
号
。

（
九
）
小
林
秀
雄
　
　
文
芸
評
論
家
。
一
九
〇
二
～
一
九
八
三
年
。

⑤
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（
十
）
変
奏
　
　
こ
こ
で
は
、
古
典
に
新
た
な
意
味
づ
け
を
し
て
価
値
を
見み

出い
だ

す
こ
と
。
本
書
の
「
ま
え
が
き
」
で
、
著
者
は
、「
批
評
の
奥
義

は
、
変
奏
だ
」
と
述
べ
、
文
化
に
お
い
て
意
味
あ
る
主
題
が
出
尽
く
し
た
現
代
に
お
い
て
、
古
典
を
変
奏
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
真
の
創
造

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

（
十
一
）
儒
仏
　
　
儒
教
と
仏
教
。

（
十
二
）
唯
美
主
義
　
　
真
や
善
よ
り
も
、
美
に
こ
そ
最
高
の
価
値
が
あ
る
と
す
る
芸
術
思
潮
。

（
十
三
） 
ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
　
　
ロ
シ
ア
生
ま
れ
の
作
曲
家
。「
火
の
鳥
」、「
春
の
祭
典
」
な
ど
の
バ
レ
エ
音
楽
を
作
曲
。
現
代
音
楽
に
多

大
な
影
響
を
与
え
た
。

（
十
四
） 

オ
ネ
ゲ
ル
　
　
フ
ラ
ン
ス
で
活
躍
し
た
ス
イ
ス
の
作
曲
家
。
一
八
九
二
～
一
九
五
五
年
。
こ
の
段
落
直
前
の
中
略
部
分
で
、
オ
ネ
ゲ
ル

の
以
下
の
発
言
（
佐
藤
良
雄
訳
）
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。「
今
後
主
導
的
な
役
割
を
つ
と
め
る
の
は
リ
ズ
ム
の
衝
撃
で
あ
っ
て
、
も
は

や
旋
律
の
楽
し
み
で
は
な
い
。
今
世
紀
の
終
ら
ぬ
う
ち
に
、
わ
れ
わ
れ
は
初
歩
的
な
メ
ロ
デ
ィ
に
乱
暴
に
ぶ
ち
切
ら
れ
た
リ
ズ
ム
を
つ

け
た
よ
う
な
、
き
わ
め
て
簡
単
で
野
蛮
な
音
楽
を
も
つ
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
」。

（
十
五
）
斎
藤
緑
雨
　
　
明
治
期
の
小
説
家
、
批
評
家
。
一
八
六
七
～
一
九
〇
四
年
。

（
十
六
）
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
　
　
警
句
。
短
い
文
章
で
、
人
間
や
世
の
中
の
真
理
を
表
現
し
た
も
の
。

〈
設
　
問
〉

問
一
　
傍
線
部 

①
「「
人
間
」
が
死
に
つ
つ
あ
る
よ
う
で
あ
る
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

問
二
　
傍
線
部 

②
「
さ
ら
に
「
暮
色
ま
す
ま
す
濃
く
な
り
ま
さ
る
」
現
在
に
は
、「
ほ
か
な
ら
ぬ
あ
な
た
を
必
要
と
し
て
い
る
」
と
は
、
言
え
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
」
に
つ
い
て
、

　
　
　（

1
）「
暮
色
ま
す
ま
す
濃
く
な
り
ま
さ
る
」
と
は
、
こ
こ
で
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
た
と
え
て
い
る
か
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

　
　
　（

2
）「「
ほ
か
な
ら
ぬ
あ
な
た
を
必
要
と
し
て
い
る
」
と
は
、
言
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
の
は
な
ぜ
か
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

問
三
　
傍
線
部 

③
「
こ
の
「
あ
は
れ
さ
」」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
す
か
、
二
十
五
字
以
内
（
句
読
点
を
含
む
）
で
説
明
せ
よ
。
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問
四
　
傍
線
部 

④
「「
物
の
あ
は
れ
」
は
、
美
だ
け
で
は
な
い
。
義
を
含
ん
で
い
る
も
の
な
の
だ
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、「
美
」
と
「
義
」
の
指
す

内
容
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

問
五
　
傍
線
部 

⑤
「
乱
脈
な
リ
ズ
ム
に
踊
ら
さ
れ
て
い
る
現
在
の
人
間
の
言
葉
と
思
考
に
、
旋
律
を
取
り
戻
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
」
と
い
う
著

者
の
主
張
は
、
ど
う
い
う
意
味
か
、「
リ
ズ
ム
」
と
「
旋
律
」
の
比
喩
が
そ
れ
ぞ
れ
示
す
内
容
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。
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第
二
問

次
の
文
章
を
よ
く
読
ん
で
、
後
の
設
問
に
答
え
よ
。（
五
十
点
）

　
異
世
界
転
生
物
語
と
は
こ
の
世
と
は
違
う
世
界
へ
と
生
ま
れ
変
わ
る
物
語
で
あ
る
。
そ
れ
が
流は

や行
る
と
い
う
の
は
、
現
代
日
本
社
会
の
閉
塞
感
の
表
れ

な
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
世
で
は 

Ⓐ

 

の
で
、
別
の
世
界
を
夢
見
る
と
い
う
わ
け
だ
。
そ
う
い
う
説
明
に
も
一
理
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
こ
こ
で

は
諸
宗
教
が
語
っ
て
き
た
死
後
の
世
界
と
の
類
似
点
と
相
違
点
を
考
え
て
み
た
い
。
類
似
点
と
は
、
転
生
に
よ
っ
て
死
の
意
味
が
変
わ
り
、
そ
れ
と
と
も

に
こ
の
世
の
生
の
意
味
も
変
わ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
相
違
点
は
も
ち
ろ
ん
、
現
代
日
本
で
流
行
っ
て
い
る
の
は
単
な
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い

う
点
だ
。

　
ま
ず
は
類
似
点
か
ら
見
て
い
こ
う
。
異
世
界
転
生
物
語
で
は
、
転
生
と
い
う
視
点
を
と
る
こ
と
で
、
こ
の
世
（
現
世
）
の
意
味
が
変
わ
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
世
で
い
か
に
生
き
た
か
が
、
転
生
後
の
人
生
を
決
め
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
世
で
ツ
チ
カ
っ
た
ス
キ
ル
や
知
識
が
転
生
後
に
生
か
さ
れ
る
と

い
う
パ
タ
ー
ン
や
、
異
世
界
で
の
生
活
を
通
じ
て
現
世
の
あ
り
が
た
み
を
再
認
識
す
る
と
い
う
話
も
よ
く
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
転
生
を
語
る
と
い
う
こ

と
は
、
現
世
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
現
世
で
の
生
に
今
ま
で
と
は
違
う
意
味
を
付
与
す
る
（
あ
る
い
は
ロ
ク
で
も
な
い
も
の
か
ら
意
味
あ
る
も
の
に
変
え

る
）
と
い
う
側
面
を
も
つ
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
も
し
あ
ら
か
じ
め
転
生
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
れ
ば
、
こ
の
世
で
の
生
き
方
が
変
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
転
生
後
に
役
立
つ
か
も
し
れ

な
い
ス
キ
ル
な
ど
を
な
る
べ
く
多
く
身
に
つ
け
て
お
く
べ
き
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
天
国
に
行
け
る
よ
う
に
現
世
で
多
く
の

徳
を
積
ん
で
お
こ
う
と
す
る
宗
教
信
者
と
同
じ
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
現
代
の
異
世
界
転
生
物
語
で
は
た
い
て
い
、
主
人
公
は
生
前
に
転
生
を
信
じ
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
、
思
い
が
け
ず
転
生
し
て
し
ま
う
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
多
い
。
そ
う
な
る
と
、
生
前
に
も
っ
と
頑
張
っ
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
と
い
う
後

悔
が
語
ら
れ
た
り
も
す
る
。
そ
れ
で
も
、
転
生
先
で
現
世
で
の
反
省
を
生
か
そ
う
と
す
る
こ
と
で
、
生
前
の
経
験
の
意
味
が
変
わ
り
、
か
つ
て
の
人
生
を

改
め
て
肯
定
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
り
す
る
わ
け
だ
。

　
そ
も
そ
も
自
分
の
行
為
や
自
分
に
降
り
か
か
る
出
来
事
の
意
味
と
は
、
た
い
て
い
の
場
合
、
目
的
と
手
段
の
関
係
や
原
因
と
結
果
の
関
係
の
な
か
で
生

じ
た
り
失
わ
れ
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
。
初
め
か
ら
目
的
が
わ
か
っ
て
い
る
の
な
ら
、
そ
の
目
的
に
向
け
て
の
手
段
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
意
味

①

ⓐ
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づ
け
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
で
辛つ
ら

い
練
習
に
耐
え
ら
れ
る
の
は
、
試
合
に
勝
つ
と
い
う
目
的
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

逆
に
、
後
に
な
っ
て
何
ら
か
の
事
柄
が
結
果
で
あ
る
と
わ
か
っ
た
場
合
は
、
そ
の
時
点
で
、
過
去
の
事
柄
が
そ
の
結
果
に
向
け
た
原
因
と
見
な
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
、
過
去
の
意
味
が
変
わ
る
。
た
と
え
ば
、
怪け

が我
で
大
事
な
試
合
に
欠
場
し
て
辛
い
思
い
を
し
た
ス
ポ
ー
ツ
選
手
が
、
リ
ハ
ビ
リ
の
過
程
で
身
体

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
詳
し
く
な
り
、
後
に
ト
レ
ー
ナ
ー
と
し
て
大
成
し
た
場
合
、
怪
我
の
意
味
が
最
初
と
は
大
き
く
変
わ
る
。
私
た
ち
は
日
々
、
こ
う
し
た

目
的
手
段
関
係
・
原
因
結
果
関
係
の
網
の
目
の
な
か
で
生
き
て
お
り
、
行
為
や
出
来
事
の
ほ
ぼ
す
べ
て
が
、
こ
れ
ら
の
関
係
の
な
か
で
そ
の
意
味
が
理
解

さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
私
た
ち
は
い
つ
だ
っ
て
、
自
ら
の
人
生
を
ま
と
ま
り
の
あ
る
ひ
と
つ
の
「
物
語
」
と
し
て
理
解
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
だ
。
好
む
と
好
ま 

Ⓑ

 

、
私
た
ち
は
い
つ
だ
っ
て
自
分
の
人
生
と
い
う
物
語
の
主
人
公
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
の
物
語
は
通
常
、
私
た
ち
は
い
つ
か
必
ず
死
ぬ
と
い
う
事
実
を
前
に
、
破
綻
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
ど
ん
な
に
頑
張
っ
た
と
こ
ろ
で
、
ど
う
せ

死
と
い
う
結
果
し
か
も
た
ら
さ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
何
の
意
味
が
あ
る
の
か
。
し
か
し
来
世
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
死
は
終
わ
り
で
は
な
く
、
次
の
生
の

始
ま
り
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
物
語
は
続
く
。
死
が
終
わ
り
で
は
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
人
生
の
意
味
が
再
び
生
じ
る
わ
け
だ
。

　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
死
後
の
世
界
は
宗
教
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
に
語
ら
れ
て
き
た
。「
死
後
生
」
や
「
来
世
観
」
と
言
っ
た
り
も
す
る
が
、

日
本
で
は
た
と
え
ば
、
仏
教
の
六
道
輪り

ん

廻ね

が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
私
た
ち
は
天
・
人
間
・
修
羅
・
畜
生
・
餓
鬼
・
地
獄
の
六
つ
の
道
（
世
界
）
の
転
生

を
繰
り
返
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ー
ム
な
ら
、
個
々
人
は
こ
の
世
の
生
を
終
え
た
後
、
最
後
の
審
判
を
前
に
全
員
が
一

度
復
活
し
、
審
判
に
よ
っ
て
天
国
か
地
獄
（
イ
ス
ラ
ー
ム
で
は
「
楽
園
か
火
獄
」
と
言
う
）
に
行
く
か
が
決
ま
る
。
ま
た
、
し
っ
か
り
準
備
し
て
お
け
ば
こ

の
世
と
同
じ
よ
う
な
生
活
が
続
く
と
さ
れ
る
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
「
死
者
の
書
」
な
ど
も
有
名
だ
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
教
義
レ
ベ
ル
の
も
の
だ

け
で
は
な
く
、
民
俗
宗
教
に
お
い
て
も
無
数
の
来
世
観
が
存
在
す
る
。
山
の
上
や
海
の
向
こ
う
に
行
く
、
盆
に
は
子
孫
の
家
に
帰
っ
て
く
る
、
ク
サ
バ
の

陰
で
生
者
を
見
守
る
、
星
に
な
る
、
千
の
風
に
な
る
、
等
々
。
こ
れ
ら
の
来
世
観
は
、
生
ま
れ
る
前
に
私
た
ち
は
ど
こ
に
い
た
の
か
、
つ
ま
り
前
世
観
も

セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

　
だ
が
い
ず
れ
に
し
ろ
、
異
世
界
転
生
物
語
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
来
世
観
を
も
つ
こ
と
で
人
生
の
意
味
は
変
わ
る
。
来
世
観
は
人
生
観
と
連
動
せ

ざ
る
を
え
な
い
の
だ
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
こ
の
現
世
と
来
世
と
の
間
に
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
「
死
」
を
ど
う
考
え
る
か
が
生
き
方
に
影
響
す
る
と
い
う

ⓑ
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こ
と
で
あ
る
。
こ
の
、
死
と
の
向
き
合
い
方
や
、
人
生
観
と
連
動
し
た
死
後
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
指
し
て
、「
死
生
観
」
と
い
う
言
葉
が
よ
く
使
わ
れ

る
。

　
　（
中
略
）

　
次
に
、
異
世
界
転
生
物
語
と
宗
教
的
な
死
生
観
と
の
相
違
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
異
世
界
転
生
物
語
は
も
ち
ろ
ん
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
だ

が
一
方
、
宗
教
的
な
死
生
観
は
単
な
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
い
、
と
さ
れ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
本
来
、
来
世
の
こ
と
な
ど
現
世
で
生
き
る
私
た
ち
に
は
知
り
得
な
い
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
死
生
観
に
は
無
数
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
ら
を
単
な
る
想
像
力
の
産
物
と
片
づ
け
て
し
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
楽
し
ま
れ
て
い
る

転
生
物
語
と
は
異
な
り
、
信
じ
て
い
る
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
宗
教
的
死
生
観
に
は
独
特
な
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
か
ら
だ
。

　
と
は
い
え
、
信
じ
て
い
る
人
で
あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
来
世
を
純
然
た
る
「
事
実
」
と
し
て
　
　
こ
こ
に
コ
ッ
プ
が
あ
る
こ
と
と
同
じ
レ
ベ
ル 

で
　
　
信
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
核
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
自
分
の
死
後
に
つ
い
て
の
信
念
と
い
う
よ
り
も
、
身
近
な

人
た
ち
が
亡
く
な
っ
た
後
に
ど
こ
へ
行
っ
た
か
に
つ
い
て
の
実
感
と
い
う
べ
き
も
の
だ
。
身
近
な
人
、
か
け
が
え
の
な
い
人
の
死
を
「
二
人
称
の
死
」
と

言
う
が
（
そ
れ
に
対
し
て
自
分
の
死
は
「
一
人
称
の
死
」、
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
で
知
る
赤
の
他
人
の
死
は
「
三
人
称
の
死
」
と
言
う
）、
二
人
称
の
死
と
い
う
経
験
は
、

自
覚
的
で
あ
れ
無
自
覚
的
で
あ
れ
、
人
が
最
も
宗
教
に
接
近
す
る
と
き
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
現
代
日
本
で
も
、
誰
か
身
近
な
人
を
亡
く
し
た
と
き
、

「
あ
っ
ち
に
行
っ
て
も
元
気
で
」「
ま
た
会
お
う
」「
見
守
っ
て
い
て
く
だ
さ
い
」
と
い
っ
た
、
死
後
生
を
前
提
と
し
た
言
葉
が
極
め
て
頻
繁
に
、
し
か
も

真
心
を
こ
め
て
発
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
を
単
な
る
想
像
な
い
し
妄
想
、
あ
る
い
は
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
た
だ
の
気
休
め
に
す
ぎ
な
い
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ

う
か
。

　
い
や
も
ち
ろ
ん
、
現
代
日
本
人
が
「
あ
っ
ち
」
の
存
在
を
そ
の
ま
ま
信
じ
て
い
る
と
言
い
切
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
わ
か
る
。
そ
の
存
在
の
仕
方
は
、

言
葉
に
す
る
な
ら
、「
私
た
ち
の
心
の
な
か
に
」「
想お
も

い
の
な
か
に
」
と
い
っ
た
表
現
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
物
理
的
に
存
在
し
な
い
も
の
を
、
現
代
の

私
た
ち
は
「
存
在
す
る
」
と
は
言
わ
な
い
か
ら
だ
。
だ
が
死
者
た
ち
は
、
物
理
的
に
存
在
し
て
い
る
も
の
よ
り
も
強
い
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
た
り
す
る
の

で
あ
る
。
少
し
考
え
て
み
て
ほ
し
い
。
物
理
的
に
は
存
在
し
な
い
が
、
そ
れ
で
も
存
在
す
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
き
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
実

際
、
葬
式
や
慰
霊
祭
な
ど
、
私
た
ち
は
、
死
者
が
ど
こ
か
に
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
営
み
を
行
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
死
後
生
の
存
在

②
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に
つ
い
て
、「
事
実
」
か
「
想
像
」
か
の
二
者
択
一
で
考
え
る
こ
と
自
体
が
、
適
切
で
は
な
い
可
能
性
が
あ
る
の
だ
。

　
二
〇
一
一
年
の
東
日
本
大
震
災
の
後
、
被
災
地
で
は
「
心
霊
現
象
」
の
報
告
が
相
次
い
だ
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
亡
く
な
っ
た
は
ず
の
家
族
と
再
び

「
会
っ
た
」
と
い
っ
た
話
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
幽
霊
の
存
在
を
「
科
学
的
」
に
全
否
定
す
る
人
も
い
れ
ば
、「
や
っ
ぱ
り
」
存
在
し
た
ん
だ
と

言
う
人
も
い
る
。
宗
教
学
で
は
基
本
的
に
、
そ
の
よ
う
な
真
偽
問
題
・
存
在
問
題
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
体
験
者
た
ち
の
証
言
か
ら
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な

世
界
観
・
死
生
観
が
前
提
さ
れ
て
い
る
か
を
分
析
す
る
と
い
う
手
法
　
　
宗
教
現
象
学
的
手
法
　
　
が
採
ら
れ
る
が
、
た
と
え
ば
物
理
的
現
実
（
客
観
的

実
在
）
と
心
理
的
現
実
（
主
観
的
思
い
込
み
）
と
の
間
に
あ
る
「
物
語
的
現
実
」
が
も
つ
リ
ア
リ
テ
ィ
に
注
目
す
べ
き
だ
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、

事
実
と
想
像
の
「
間
」
に
あ
る
リ
ア
リ
テ
ィ
を
見
直
す
べ
き
と
い
う
こ
と
だ
。
私
た
ち
は
昔
か
ら
死
者
た
ち
と
共
に
生
き
て
き
た
。
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ

が
、
震
災
を
機
に
、
再
び
脚
光
を
浴
び
た
わ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
、
私
た
ち
は
先
人
た
ち
（
＝
死
者
た
ち
）
の
遺
産
に
よ
っ
て
生

か
さ
れ
て
い
る
な
ど
と
宗
教
色
な
し
に
語
ら
れ
る
も
の
か
ら
、
死
ん
だ
あ
の
人
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
る
と
い
う
実
感
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
い
ず

れ
に
し
ろ
、「
事
実
」
と
は
科
学
的
に
確
定
で
き
る
物
理
現
象
だ
け
だ
、
と
い
う
考
え
方
は
狭
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
異
世
界
転
生
物
語
と
い

う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
、
宗
教
的
死
生
観
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
違
う
と
い
う
こ
と
だ
。
後
者
は
単
な
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
く
、
物
理
的
現
実
で
は
な
い

（
そ
の
た
め
科
学
的
に
は
相
手
に
さ
れ
な
い
）
と
し
て
も
、
私
た
ち
の
人
生
と
い
う
物
語
に
と
っ
て
は
、
重
要
な
「
事
実
」
だ
と
言
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
だ
が
逆
に
言
う
と
、
異
世
界
転
生
物
語
が
そ
れ
ほ
ど
違
和
感
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
楽
し
ま
れ
て
い
る
こ
と
自
体
、
宗
教
的
死
生
観
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ

る
程
度
あ
る
か
ら
こ
そ
だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
世
で
不
慮
の
死
を
遂
げ
た
の
に
気
づ
い
た
ら
異
世
界
に
い
た
、
と
い
う
話
が
荒
唐
無
稽
す
ぎ

て
意
味
不
明
だ
と
言
わ
れ
た
り
し
な
い
の
は
、
死
後
生
に
少
し
で
も
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
て
い
る
人
が
ま
だ
多
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

　
科
学
的
世
界
観
に
よ
っ
て
死
後
生
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
考
え
て
み
よ
う
。
科
学
的
世
界
観
に
お
い
て
は
、
人
は
死
ん
だ
ら

「
無
」
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
死
者
な
ど
と
い
う
も
の
は
「
存
在
」
し
な
い
　
　
と
さ
れ
る
。
近
代
以
降
こ
う
し
た
世
界
観
が
公
式
な
も
の
と
な
っ
た
。

「
公
式
」
と
い
う
の
は
、「
来
世
は
存
在
す
る
の
か
？
」
な
ど
と
問
わ
れ
た
場
合
は
、「
存
在
し
な
い
」
と
答
え
る
の
が
「
正
し
い
」
と
、
ほ
と
ん
ど
何
の

疑
い
も
な
く
人
々
が
前
提
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 ③
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だ
が
そ
う
な
る
と
、
私
た
ち
は
一
方
で
死
者
の
存
在
を
前
提
に
し
た
葬
送
儀
礼
な
ど
の
営
み
を
し
な
が
ら
、
他
方
で
そ
ん
な
も
の
は
存
在
し
な
い
世
界

観
を
公
式
な
も
の
と
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
二
重
性
な
い
し
矛
盾
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
。
曖
昧
な
ま
ま
生
活
す
る
の
も
ひ
と
つ
の
手

だ
。
民
俗
宗
教
と
は
そ
う
い
う
も
の
で
、
そ
の
曖
昧
さ
は
一
種
の
知
恵
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
矛
盾
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
と
か
な
り
難
し

い
。

　
す
ぐ
に
思
い
つ
く
の
は
、
公
式
の
科
学
的
世
界
観
を
貫
徹
し
、
死
者
の
存
在
な
ど
を
全
否
定
す
る
道
だ
ろ
う
。
来
世
な
ど
妄
想
に
す
ぎ
ず
、
死
後
生

な
ど
と
い
う
も
の
は
前
近
代
の
遅
れ
た
考
え
だ
、
葬
送
儀
礼
も
死
者
の
た
め
に
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
遺
族
の
心
の
整
理
の
た
め
に
や
る
の
だ
、

等
々
。
そ
れ
に
、
科
学
の
発
達
と
キ
を
一
に
し
て
、
近
代
で
は
個
人
主
義
化
が
進
行
し
、
現
代
で
は
シ
ン
グ
ル
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
も
広
が
っ
て
、
二
人

称
の
死
の
範
囲
も
狭
ま
っ
た
。
死
者
の
存
在
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
薄
れ
る
一
方
だ
。

　
け
れ
ど
も
、
死
後
生
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
失
わ
れ
る
こ
と
で
、
私
た
ち
は
こ
の
世
の
生
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
。
死
ん
だ
ら
無
に
な
る
こ
と
が
厳
然
た
る

「
事
実
」
と
な
る
。
生
ま
れ
る
前
は
無
、
死
ん
だ
後
も
無
、
私
た
ち
は
無
に
囲
ま
れ
た
こ
の
人
生
を
束つ
か

の
間
だ
け
生
き
、
そ
し
て
死
ぬ
。
そ
れ
だ
け
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
だ
か
ら
ど
う
し
た
と
い
う
人
が
大
半
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
か
け
が
え
の
な
い
人
生
に
無
限
の
価
値
が
あ
る
と
考

え
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
に
重
大
な
危
機
を
見み

出い
だ

す
人
も
い
る
。
た
と
え
ば
ロ
シ
ア
の
文
豪
ト
ル
ス
ト
イ
（
一
八
二
八
─
一
九
一
〇
）

は
そ
う
し
た
一
人
で
あ
っ
た
。

　
私
の
疑
問
　
　
五
十
歳
の
自
分
に
私
を
自
殺
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
の
疑
問
　
　
は
、
他
愛
の
な
い
小
児
か
ら
思
慮
分
別
の
十
分
つ
い
た
老
人
に
至

る
ま
で
の
、
す
べ
て
の
人
の
心
の
中
に
横
た
わ
っ
て
い
る
、
最
も
単
純
な
疑
問
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
欠
い
て
は
生
き
て
行
く
こ
と
が
不
可
能
に
な
る

疑
問
で
あ
っ
た
。
私
は
そ
れ
を
実
際
に
経
験
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
疑
問
と
い
う
の
は
こ
う
だ
っ
た
。《
私
が
今
行
っ
て
い
る
こ
と
や
、
明
日
も
行

う
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
、
い
か
な
る
結
果
が
生
ず
る
の
か
？
　
　
私
の
一
生
涯
か
ら
い
か
な
る
も
の
が
生
ま
れ
る
の
か
？
》

　
こ
の
疑
問
を
別
な
言
葉
で
表
現
す
れ
ば
こ
う
な
る
で
あ
ろ
う
。《
何
故
に
私
は
生
き
る
の
か
、
何
故
に
私
は
何
物
か
を
求
め
る
の
か
、
ま
た
何
事

か
を
行
う
の
か
？
》
さ
ら
に
こ
の
疑
問
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
言
い
現
わ
せ
る
。《
私
の
行
く
手
に
待
ち
構
え
て
い
る
あ
の
避
け
難
い
死
に
よ
っ
て
滅

せ
ら
れ
な
い
悠
久
の
意
義
が
、
私
の
生
活
に
あ
る
だ
ろ
う
か
？
》　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
ト
ル
ス
ト
イ
『
懺ざ
ん

悔げ

』）

ⓒ
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世
界
文
学
の
最
高
傑
作
と
も
さ
れ
る
『
戦
争
と
平
和
』（
一
八
六
四
─
一
八
六
九
）
や
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』（
一
八
七
三
─
一
八
七
七
）
を
著
し
、
富

も
世
界
的
名
声
も
手
中
に
し
た
ト
ル
ス
ト
イ
だ
っ
た
が
、
そ
ん
な
こ
と
に
何
の
意
味
が
あ
る
の
か
、
そ
も
そ
も
人
生
に
意
味
な
ど
な
い
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
悩
み
に
苛さ
い
なま
れ
た
の
で
あ
る
。
注
意
し
て
ほ
し
い
の
は
、
こ
こ
で
の
「
人
生
の
意
味
」
と
は
、
人
生
全
体
の
意
味
で
あ
る
点
だ
。
人
生
に
お
け
る

種
々
の
出
来
事
の
意
味
は
人
生
全
体
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
意
味
を
も
つ
。
だ
が
、
人
生
の
全
体
は
、
無
に
囲
ま
れ
、
ど
こ
に
も
位
置
づ
け

ら
れ
な
い
。
何
を
し
よ
う
と
、
い
ず
れ
無
に
帰
し
、
虚む
な

し
い
だ
け
で
は
な
い
の
か
。

　
こ
の
よ
う
に
、
人
生
に
意
味
な
ど
無
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
に
取
り
憑つ

か
れ
て
し
ま
う
状
況
を
、
一
般
に
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
が
、
科
学

的
世
界
観
に
よ
る
死
後
生
の
否
定
、
い
や
そ
れ
の
み
な
ら
ず
宗
教
的
世
界
観
全
般
の
否
定
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
引
き
起
こ
す
と
言
わ
れ
続
け
て
き
た
。
現

代
に
お
い
て
宗
教
を
考
え
る
場
合
、
こ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
不
可
避
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
陥

ら
な
い
た
め
に
は
、
宗
教
が
不
可
欠
な
の
だ
ろ
う
か
。

（
竹
内
綱
史
「
生
と
死
の
意
味
─
こ
の
世
の
生
に
意
味
は
あ
る
か
─
」（
伊
原
木
大
祐
他
編
『
３
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
シ
リ
ー
ズ
４
　
宗
教
学
』

（
昭
和
堂
、
二
〇
二
三
年
）
の
第
１
章
）
よ
り
。
一
部
を
省
略
し
、
表
記
等
を
変
更
し
た
。）

〈
設
　
問
〉

問
一
　
傍
線
部 

ⓐ 

か
ら 

ⓒ 

の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
で
記
せ
（
楷
書
で
正
確
に
書
く
こ
と
）。

問
二
　
空
欄 

Ⓐ 

に
は
ど
の
よ
う
な
内
容
の
語
句
が
当
て
は
ま
る
か
、
適
切
な
内
容
の
語
句
を
記
せ
。

問
三
　
空
欄 

Ⓑ 

は
慣
用
句
の
一
部
分
で
あ
る
。
こ
の
空
欄
に
当
て
は
ま
る
語
句
を
ひ
ら
が
な
九
字
以
内
で
記
せ
。

問
四
　
傍
線
部 

① 

に
つ
い
て
、「
類
似
点
」
が
「
こ
の
世
の
生
の
意
味
も
変
わ
る
」
こ
と
で
あ
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ

よ
。

問
五
　
傍
線
部 

② 

に
つ
い
て
、「
身
近
な
人
、
か
け
が
え
の
な
い
人
」
が
「
二
人
称
」
で
あ
る
と
言
え
る
の
は
な
ぜ
か
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

問
六
　
傍
線
部 

③
「「
物
語
的
現
実
」
が
も
つ
リ
ア
リ
テ
ィ
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
と
い
う
言
葉
は

他
の
言
葉
に
言
い
か
え
る
こ
と
。
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問
七
　
傍
線
部 

④
「
科
学
的
世
界
観
に
よ
っ
て
死
後
生
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
」
は
ど
の
よ
う
な
問
題
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
の
か
、
わ
か
り
や
す
く
説

明
せ
よ
。
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第
三
問

　
次
の
（
Ａ
）・（
Ｂ
）
の
問
題
に
そ
れ
ぞ
れ
解
答
せ
よ
。（
百
点
）

（
Ａ
）
次
の
文
章
を
よ
く
読
ん
で
、
後
の
設
問
に
答
え
よ
。

　
つ
と
め
て
、
例
の
廂ひ
さ
し
に
人
の
も
の
言
ふ
を
聞
け
ば
、「
雨
い
み
じ
う
降
る
折
に
来
た
る
人
な
む
、
あ
は
れ
な
る
。
日
ご
ろ
お
ぼ
つ
か
な
く
、
つ
ら
き
こ

と
も
あ
り
と
も
、
さ
て
濡ぬ

れ
て
来
た
ら
む
は
、
う
き
こ
と
も
み
な
忘
れ
ぬ
べ
し
」
と
は
、
な
ど
て
言
ふ
に
か
あ
ら
む
。
さ
あ
ら
む
を
、
よ
べ
も
、
昨
日
の

夜
も
、
そ
が
あ
な
た
の
夜
も
、
す
べ
て
こ
の
ご
ろ
、
う
ち
し
き
り
見
ゆ
る
人
の
、
今こ

宵よ
ひ

い
み
じ
か
ら
む
雨
に
さ
は
ら
で
来
た
ら
む
は
、
な
ほ
一
夜
も
へ
だ

て
じ
と
思
ふ
な
め
り
と
、
あ
は
れ
な
り
な
む
。
さ
ら
で
、
日
ご
ろ
も
見
え
ず
、
お
ぼ
つ
か
な
く
て
過
ぐ
さ
む
人
の
、
か
か
る
折
に
し
も
来
む
は
、
さ
ら
に

心
ざ
し
の
あ
る
に
は
せ
じ
と
こ
そ
お
ぼ
ゆ
れ
。
人
の
心
こ
こ
ろ
ご
こ
ろ々な
る
も
の
な
れ
ば
に
や
。
も
の
見
知
り
、
思
ひ
知
り
た
る
女
の
、
心
あ
り
と
見
ゆ
る
な
ど
を
語

ら
ひ
て
、
あ
ま
た
行
く
と
こ
ろ
も
あ
り
、
も
と
よ
り
の
よ
す
が
な
ど
も
あ
れ
ば
、
し
げ
く
も
見
え
ぬ
を
、
な
ほ
さ
る
い
み
じ
か
り
し
折
に
来
た
り
し
な

ど
、
人
に
も
語
り
つ
が
せ
、
ほ
め
ら
れ
む
と
思
ふ
人
の
し
わ
ざ
に
や
。（
中
略
）

　
さ
れ
ど
、
雨
の
降
る
時
に
は
、
た
だ
む
つ
か
し
う
、
今
朝
ま
で
は
れ
ば
れ
し
か
り
つ
る
空
と
も
お
ぼ
え
ず
、
に
く
く
て
、
い
み
じ
き
細ほ
そ

殿ど
の

、
め
で
た
き

所
と
も
お
ぼ
え
ず
。
ま
い
て
、
い
と
さ
ら
ぬ
家
な
ど
は
、
と
く
降
り
や
み
ね
か
し
と
こ
そ
お
ぼ
ゆ
れ
。
を
か
し
き
こ
と
、
あ
は
れ
な
る
こ
と
も
な
き
も
の

を
。

　
さ
て
、
月
の
あ
か
き
は
し
も
、
過
ぎ
に
し
か
た
、
行
く
末
ま
で
、
思
ひ
残
さ
る
る
こ
と
な
く
、
心
も
あ
く
が
れ
、
め
で
た
く
あ
は
れ
な
る
こ
と
、
た
ぐ

ひ
な
く
お
ぼ
ゆ
。
そ
れ
に
来
た
ら
む
人
は
、
十
日
、
二
十
日
、
一
月
も
し
は
一ひ
と

年と
せ

も
、
ま
い
て
七
、
八
年
あ
り
て
、
思
ひ
出い

で
た
ら
む
は
、
い
み
じ
う
を

か
し
と
お
ぼ
え
て
、
え
あ
る
ま
じ
う
わ
り
な
き
と
こ
ろ
、
人
目
つ
つ
む
べ
き
や
う
あ
り
と
も
、
か
な
ら
ず
立
ち
な
が
ら
も
も
の
言
ひ
て
返
し
、
ま
た
泊
ま

（
注
一
）

（
注
二
）

①

②

（
注
三
）

③

（
注
四
）

（
注
五
）

④

⑤

㋐

（
注
六
）

㋑

㋒

⑥

（
注
七
）

㋓
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る
べ
か
ら
む
は
、
と
ど
め
な
ど
も
し
つ
べ
し
。

　
月
の
あ
か
き
見
る
ば
か
り
、
も
の
の
遠
く
思
ひ
や
ら
れ
て
、
過
ぎ
に
し
こ
と
の
、
う
か
り
し
も
、
う
れ
し
か
り
し
も
、
を
か
し
と
お
ぼ
え
し
も
、
た
だ

い
ま
の
や
う
に
お
ぼ
ゆ
る
折
や
は
あ
る
。

（『
枕
草
子
』
よ
り
）

⑦

〔
注
〕
（
一
）
廂ひ
さ
し
に
人
の
も
の
言
ふ
を
聞
け
ば
　
　
「
廂
」
は
寝
殿
造
の
母も

屋や

の
四
面
に
あ
る
細
長
い
一
間
。「
人
」
は
女
房
。
こ
こ
は
、
廂
で
同
僚
の

女
房
が
話
し
て
い
る
の
を
作
者
が
聞
い
て
い
る
場
面
。

（
二
）
人
　
　
こ
こ
で
の
「
人
」
は
、
女
房
の
も
と
に
通
っ
て
来
る
男
を
指
す
。

（
三
）
そ
が
あ
な
た
の
夜
　
　
そ
の
ま
た
前
日
の
夜
。

（
四
）
人
の
心
こ
こ
ろ
ご
こ
ろ々な
る
も
の
な
れ
ば
に
や
　
　
人
は
そ
れ
ぞ
れ
に
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
を
す
る
も
の
だ
か
ら
で
し
ょ
う
か
。
本
文
冒
頭
の
女
房
の

意
見
と
作
者
の
意
見
と
が
大
き
く
食
い
違
う
こ
と
に
対
す
る
作
者
の
思
い
が
述
べ
ら
れ
た
部
分
。

（
五
）
も
の
見
知
り
、
思
ひ
知
り
た
る
女
の
、
心
あ
り
と
見
ゆ
る
　
　
経
験
豊
富
で
、
物
事
を
よ
く
わ
き
ま
え
た
女
で
、
情
趣
も
解
す
る
人
。

（
六
）
細ほ
そ

殿ど
の

　
　
こ
こ
で
は
、
宮
中
に
お
け
る
女
房
の
局つ
ぼ
ねを
指
す
。

（
七
）
え
あ
る
ま
じ
う
わ
り
な
き
と
こ
ろ
　
　
と
て
も
会
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
よ
う
な
具
合
の
悪
い
場
所
。

〈
設
　
問
〉

問
一
　
傍
線
部 

㋐ 

か
ら 

㋓ 

を
現
代
語
訳
せ
よ
。

問
二
　
傍
線
部 

①
「
さ
て
濡ぬ

れ
て
来
た
ら
む
は
、
う
き
こ
と
も
み
な
忘
れ
ぬ
べ
し
」
を
わ
か
り
や
す
く
現
代
語
訳
せ
よ
。



－18－

問
三
　
傍
線
部 

② 

③ 

は
、
本
文
冒
頭
の
、
傍
線
部 

① 

を
含
む
あ
る
女
房
の
発
言
に
対
す
る
作
者
の
見
解
を
表
明
し
た
部
分
で
あ
る
。

　
　
　（

1
） 　
傍
線
部 

② 

に
つ
い
て
、
作
者
が
好
ま
し
い
と
考
え
る
男
の
来
訪
の
仕
方
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
か
、
わ
か
り
や
す
く
説

明
せ
よ
。

　
　
　（

2
） 　
傍
線
部 

③ 

に
つ
い
て
、「
か
か
る
折
」
に
限
っ
た
男
の
来
訪
を
「
さ
ら
に
心
ざ
し
の
あ
る
に
は
せ
じ
」
と
考
え
る
作
者
は
、
そ
の
男
の
来

訪
の
目
的
を
ど
の
よ
う
に
憶
測
し
て
い
る
か
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

問
四
　
傍
線
部 
④
「
語
ら
ひ
て
」
に
つ
い
て
、
誰
が
「
語
ら
ふ
」
の
か
、
端
的
に
答
え
よ
。

問
五
　
傍
線
部 

⑤ 

に
つ
い
て
、
ⓐ
「
あ
ま
た
行
く
と
こ
ろ
」、
ⓑ
「
も
と
よ
り
の
よ
す
が
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
人
を
指
す
か
、
端
的
に
答
え

よ
。

問
六
　
傍
線
部 

⑥
「
思
ひ
出い

で
た
ら
む
」
に
つ
い
て
、
誰
が
誰
を
思
い
出
す
の
か
、
端
的
に
答
え
よ
。

問
七
　
傍
線
部 

⑦
「
も
の
の
遠
く
思
ひ
や
ら
れ
て
」
と
は
、
こ
の
場
合
ど
う
い
う
こ
と
を
い
う
と
考
え
ら
れ
る
か
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。
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（
Ｂ
）
次
の
文
章
は
魯ろ

陽よ
う

の
文
君
と
子
墨
子
と
の
対
話
の
一
節
で
あ
る
。
よ
く
読
ん
で
、
後
の
設
問
に
答
え
よ
。
設
問
の
都
合
上
、
本
文
内
の
訓
点
や

送
り
仮
名
を
省
略
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
魯ろ

陽や
う
ノ

 
文
君
将ニ
レ

攻メ
ン
ト

 

レ

鄭て
い
ヲ

 

。
子
墨
子
聞キ
テ

 

而
止と
ど
メレ

之ヲ

、
謂ヒ
テ二

魯
陽ノ

文
君ニ
一

曰ハ
ク

 

、
今
使メ
バ下

魯ヲ
シ
テ　
四
境
之
内ニ

、
大
都ハ

攻メ
二

其そ
ノ 

小
都ヲ
一

、
大だ
い

家か
ハ 

伐う
チ二

其ノ

小せ
う

家か
ヲ一

、
殺シ
二

其ノ

人
民ヲ
一

、
取ラ
中

其ノ

牛
馬
狗く

豕し

布ふ

帛は
く

米べ
い

粟ぞ
く

貨
財ヲ
上

、
則チ

何い
か
ん
ト若 

。
魯
陽ノ

文
君
曰ハ
ク

 

、
魯ハ

四
境
之
内
、
皆
寡く
わ

人じ
ん

之
臣
也
。
今
大
都ハ

攻メ
二

其ノ

小
都ヲ
一

、
大
家ハ

伐チ
二

其ノ

小
家ヲ
一

、 

奪ハ
バ二

之こ
れ
ガ

 

貨
財ヲ
一

、
則チ

寡
人
必ズ

将ニ
二

厚ク

罰セ
ン
ト

 

之ヲ

。
子
墨
子
曰ハ
ク

 

、
夫レ

天
之
兼ネ 

有ス
ル

 

天
下ヲ
一

也や

、
亦ま
た

猶 

君
之
有 

四
境
之
内ヲ 

也
。
今
挙ゲ
レ

兵ヲ

将ニ
二

以
攻メ
ン
ト

 

鄭ヲ

、
天て
ん

誅ち
う 

亓そ
レ
不ラ
ン

 

至ラ

乎や
ト 

。

　
魯
陽ノ

文
君
曰ハ
ク

 

、
先
生
何
止 

我
攻 
鄭
也
。
我
攻ム
ル
ハ

  

鄭ヲ

順し
た
が
フ

  

於
天
之
志ニ 

。
鄭て
い

人ひ
と
ハ

 

三
世
殺シ
二

其ノ

父ヲ
一

、
天ハ

加ヘ
レ

誅ヲ

焉
、
使ム
二

三
年
不ラ

全ま
つ
た
カ
ラ

　 

。
我
将ニ
レ

助ケ
ン
ト

二 

天

誅ヲ
一

也な
り
ト

 

。
子
墨
子
曰ハ
ク

 

、
鄭
人ハ

三
世
殺シ
二

其ノ

父ヲ
一

、
而
天ハ

加ヘ
レ

誅ヲ

焉
、
使ム
レ
バ

二 

三
年
不ラ

全カ
ラ

 

、
天
誅
足た
レ
リ
ト

 

　
矣
。

（『
墨
子
』
よ
り
）

ス

（
注
一
）

（
注
二
）

（
注
三
）

（
注
四
）

ス
ト （

注
五
）

（
注
六
）

二

①

三

二

一

ス

②

レ

③

二

④

レ

二

一

（
注
七
）

（
注
八
）

ス
ル

〔
注
〕
（
一
）
魯ヲ
シ
テ　
四
境
之
内ニ

　
　
魯
陽
の
地
の
境
界
内
で
。「
魯
」
は
こ
こ
で
は
「
魯
陽
」
に
同
じ
。

（
二
）
大
都ハ

攻メ
二

其そ
ノ 

小
都ヲ
一

、
大だ
い

家か
ハ 

伐う
チ二

其ノ

小せ
う

家か
ヲ一

　
　
こ
の
「
都
」「
家
」
は
、
魯
陽
の
中
に
あ
る
公く

卿ぎ
ょ
う・
大
夫
な
ど
の
領
地
を
指
す
。

（
三
）
狗く

豕し

　
　
犬
や
豚
。

（
四
）
寡く
わ

人じ
ん

　
　
私
。

（
五
）
厚ク

　
　
重
く
。

（
六
）
天
之
兼ネ 

有ス
ル

 

天
下ヲ
一

　
　
天
が
天
下
を
あ
ま
ね
く
領
有
す
る
。

二



－20－

（
七
）
鄭て
い

人ひ
と
ハ

 

三
世
殺シ
二

其ノ

父ヲ
一

　
　
こ
の
「
父
」
は
「
主
君
」
に
相
当
す
る
。
鄭
人
は
三
代
に
わ
た
っ
て
そ
の
主
君
（
哀
公
、
幽
公
、
繻し
ゅ

公
）
を

殺
害
し
た
と
い
う
。

（
八
）
使ム
二

三
年
不ラ

全ま
つ
た
カ
ラ

　 

　
　
三
年
間
不
作
続
き
に
し
た
。

〈
設
　
問
〉

問
一
　
傍
線
部 
① 
を
書
き
下
し
文
に
せ
よ
。

問
二
　
傍
線
部 

② 

に
お
い
て
、
子
墨
子
は
、
魯
陽
の
文
君
が
鄭
を
攻
撃
す
る
と
天
の
誅
伐
が
く
だ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
れ

は
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
か
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

問
三
　
傍
線
部 

③ 

を
わ
か
り
や
す
く
現
代
語
訳
せ
よ
。

問
四
　
傍
線
部 

④ 

に
つ
い
て
、
魯
陽
の
文
君
の
主
張
と
、
そ
れ
に
対
す
る
子
墨
子
の
反
論
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。




