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公募型学校推薦選抜 出題のねらい

　Ａ方式・Ｂ方式ともに、国語の基礎学力を試す問題です。無論、
基礎だからと言って、単純に正答が導き出せるような問題ばかり
というわけではありません。基本的な知識を様々に応用する力を
試す問題なども、少なからず出題しています。そうした力も、基
礎学力のうちです。高校での授業などを通して基本を疎かにする
ことなくしっかりと身に付けつつ、同時に、日頃から自主的に色々
な文章に接するなどして、言葉に関する感覚を磨き柔軟な対応力
を養成して下さい。そうすることは、単に入試対策に有効という
だけでなく、将来、大学でそれぞれの分野の学問・研究に励むう
えでの、さらには社会へと巣立って各方面で活躍するうえでの、
重要な骨格となる基礎力を培ってくれることでしょう。
　また、現代文でも古文でも、基本的な語彙力や文法理解度から
文脈把握力に至るまで、幅広い基礎学力を試しています。偏りな
い総合力を養うよう心掛けましょう。

Ａ方式
　現代文の方の問題文は少し長めですが、全体的な内容は把握し
やすいでしょう。ただ、紛らわしい選択肢に惑わされたりしたこ
とが原因かと思われますが、全体の正答率は低かったです。漢字
の問題以外では、6と7と9の正答率が87～99％であったのに
対して、それ以外はすべて、50％未満でした。漢字の問題でも、
3と4は正答率が低く、いずれも30％台でした。問二は、接続詞
などを空所に補充する問題。空所よりも選択肢の方が多いですか
ら、こういう場合は混乱しないよう気を付けて下さい。問三すな
わち�では、選択肢の⑥が最も紛らわしいでしょうが、「この水
にはヒ素が……」という科学者の言葉は、「難しいことをやさしく
表現」せず言ったものというよりも、そもそも「固」くて何の「おも
しろ」味もない内容のコメントであるでしょう。問四の�は、最
も正答率が低かったです。問題文中の関係箇所と五つの選択肢の
双方を、粘り強く細部に至るまで正確に読み取り、逐一厳密に照
合すべきでしょう。そのことは、問四に限らず、問五以降の設問
においても同様です。問八の�の場合、設問中に「最も問題視し
ている」とある点を見落とさないようにしなければなりません。
そして、傍線部 5から位置的に離れていますが、問題文中の中ほ
どに「科学技術に対する関心度の低下だけならばまだいい。困る
のは、科学技術に対する不信感が芽生えることである」という記
述が見える点に、特に注意する必要があります。
　古文の問題文は、鬼の死体から剥ぎ取った隠れ蓑や隠れ笠を身
に付けて、盗みを繰り返し大金持ちになった男の話。その興味深
い内容を把握するのは、難しくないでしょう。問一の2は、「行
き来の人」に結縁させるという使役の意味を持った漢字が入りま
す。正答率は低くて、30％台でした。漢文の基本的知識と古文の
文脈の着実な把握力とを発揮しましょう。問三の5～7も正答率
が低かったですが、こうした問題に対応できるだけの確固とした、
文法に対する理解を養成しておいて下さい。基本の積み重ねです。
問三の⑵の選択肢も、『小倉百人一首』に入っている歌ばかりです
ので、馴染みのあるものでしょう。問五の�も、かなり正答率の
低かった問題です。傍線部Ａに注目すべきでしょう。「力用」は、
鬼の呪力など持ち主に関わるものではなくて、隠れ蓑・隠れ笠の
効力です。選択肢②の「その呪力」の「そ」は隠れ蓑・隠れ笠でなく
鬼を指しているものと捉えるのが自然でしょう。問題文と選択肢
を正確に把握する必要があります。問七の⑵⑶の�～�は、特に
正答率が低かったです。�は確かにちょっと難しいですが、「御

髪上げ」や「理髪役」という言葉に惑わされないように。�は、前
後の文脈から判断できるでしょう。その�から「おこたり」が名詞
だとわかり、そのことが�のヒントになってもいます。�や�、
�といった古典常識や文学史の問題にも対応できるようにしてお
いて下さい。

Ｂ方式
　現代文の問題文は短めで、論理的に把握しやすかったからで
しょうか、全体として、正答率が高かったというほどではないで
すが、少なくとも低くはありませんでした。問一の漢字問題では、
1と3が低い正答率となっていました。選択肢として並んでいる
ものも含めて、確認しておいてください。問二の中では、�の正
答率が最も低かったです。そもそも漢詩の読み下しというものに
対する理解が不足しているのが、そうなった一つの要因でしょう。
また、問題文が、空所�に続けて、「直訳」が「一つの詩として日
本人に受けとられた」と述べている点などに、充分注意が払われ
なかった結果でもあるでしょう。問三の�は、約25％と極端に正
答率が低く、Ｂ方式の現代文の中では最低でした。現代文であっ
ても、文学史あるいは文法の問題が出題されることもあります。
それらについても、疎かにしないよう、基本事項の把握に努める
ようにしましょう。問五の中では、�と�は正答率が80％以上で
したが、�は50％未満でした。�の場合、選択肢の①と③は論外
で、それら以外から選択することになるでしょうが、「抒情詩」は、
口語で書かれるか文語で書かれるかということとは無関係です。
現代文に限らず国語という教科にとって基本的な用語でしょうか
ら、正確に理解しておく必要があります。問六以降では、問八の
�の正答率が低かったです。「問題文の内容を踏まえ」という条件
が付いていることを見逃さないように。
　古文の問題文は少し長いですが、注も豊富に載せていますので、
全体の内容を理解するのはそれほど困難ではないでしょう。問四
の4は、前後の設問に比して正答率がかなり低かったですが、敬
語について、その種類に加え敬意の主体および対象について正確
に把握する力は、是非身に付けておかなければならない基礎力で
あり、古文の読解に必要不可欠のものです。問五の8と9も正答
率が低かったです。「仙鶴」は霊仙が乗る鶴で、「才卿」は、直前に
出てくる「江帥卿」大江匡房（注19参照）のことです。問六の�の場
合、「はかり無く」に対応する「無量」、�の場合は、「はからざる」
に対応する「不図」、という熟語をそれぞれ想起するといいでしょ
う。問九の�に関しては、問題文の「おそれ屈して」の「おそれ」が
「恐怖」の意でなく「恐縮」の意であることなどに注意しましょう。
�については、問題文の末尾三行に特に注意して下さい。「江帥卿」
の記述内容と、それに対する作者の反応・理解のあり方を、正確
に把握する必要があります。また、「清涼殿」についての基本的知
識も活用して下さい。問十は、漢文の問題になっています。単独
では出題しないという条件下でも、漢文に関するこの程度の出題
があり得ることは、過去問を確認していればわかるところでしょ
う。いずれの設問も正答率が50％未満と低かったですが、最も低
かった�も、漢文についての初歩的な理解があれば対応できるも
のです。
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る
不
安
、
ク
ロ
ー
ン
羊
や
臓
器
移
植
、
生
殖
医
療
な
ど
の
先
端
生
命
科
学
技
術
が
提
起
す
る
生
命
倫
理
上
の
問
題
、
Ｂ
Ｓ
Ｅ
（
狂
牛
病
）
や
、
鳥
イ

あ
お

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
な
ど
の
新
興
感
染
症
に
対
す
る
対
応
の
遅
れ
な
ど
が
、
科
学
技
術
へ
の
不
信
感
を
煽
っ
て
き
た
。
科
学
技
術
は
、
は
た
し
て
わ
れ
わ

れ
の
安
心
・
安
全
を
保
証
し
て
く
れ
る
の
か
と
い
う
疑
念
、
あ
る
い
は
無
力
感
は
、
反
科
学
や
偽
科
学
、
怪
し
げ
な
宗
教
の
台
頭
を
招
き
か
ね
な
い
。

そ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
一
九
九
〇
年
代
に
イ
ギ
リ
ス
を
中
心
と
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
サ
イ
エ
ン
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
理
念
が
登
場

し
た
。

科
学
技
術
者
は
何
を
し
で
か
す
か
わ
か
っ
た
も
の
で
は
な
い
、
行
政
は
あ
て
に
な
ら
な
い
と
い
っ
た
不
信
感
を
払
拭
す
る
に
は
、「
専
門
家
」
の

側
か
ら
一
般
の
人
と
の
積
極
的
な
対
話
を
心
が
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
に
は
、
相
手
に
知
識
を
与
え
て
や
ろ
う
と
い
う
意
識
を
も
っ
て
は
い
け

な
い
。
自
分
の
専
門
分
野
に
つ
い
て
、
自
分
は
こ
う
い
う
意
識
で
、
こ
う
い
う
目
的
で
、
こ
ん
な
ふ
う
に
研
究
し
て
い
る
と
、「
ふ
つ
う
の
言
葉
」

で
伝
え
、
相
手
の
言
葉
に
も
謙
虚
に
耳
を
傾
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
は
お
互
い
の
風
通
し
を
よ
く
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
そ
う
し
て
こ
そ
、

科
学
技
術
が
社
会
に
溶
け
こ
み
、
健
全
な
発
展
が
は
か
ら
れ
て
い
く
は
ず
だ
。
こ
の
双
方
向
的
な
プ
ロ
セ
ス
こ
そ
、
サ
イ
エ
ン
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
あ
る
べ
き
姿
だ
と
い
う
の
だ
。

日
本
に
お
け
る
サ
イ
エ
ン
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
め
ぐ
る
こ
こ
数
年
の
動
き
の
中
で
も
っ
と
も
顕
著
な
の
が
、
サ
イ
エ
ン
ス
カ
フ
ェ
の
普
及

だ
ろ
う
。
サ
イ
エ
ン
ス
カ
フ
ェ
と
は
、
カ
フ
ェ
な
ど
で
飲
み
物
を
片
手
に
、
ゲ
ス
ト
を
囲
ん
で
科
学
に
つ
い
て
語
り
合
う
イ
ベ
ン
ト
の
こ
と
を
言
う
。

今
や
全
国
各
地
で
各
種
団
体
が
、
カ
フ
ェ
や
喫
茶
店
に
限
ら
ず
、
書
店
の
一
角
な
ど
で
も
開
催
し
て
い
る
。

サ
イ
エ
ン
ス
カ
フ
ェ
は
、
一
九
九
八
年
に
、
パ
リ
と
イ
ギ
リ
ス
の
リ
ー
ズ
で
ほ
ぼ
同
時
発
生
的
に
始
ま
っ
た
活
動
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
か
ら
、
パ

リ
で
は
哲
学
に
つ
い
て
語
り
合
う
カ
フ
ェ
が
開
か
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
イ
ギ
リ
ス
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
風
に
カ
フ
ェ
・
シ
ア
ン
テ
ィ
フ
ィ
ー
ク
と
呼
ば

れ
る
こ
と
も
あ
る
。
あ
る
い
は
、
英
国
科
学
振
興
協
会
（
Ｂ
Ａ
）
が
主
催
す
る
サ
イ
エ
ン
ス
カ
フ
ェ
は
、
サ
イ
・
バ
ー
（S

ciB
A

r

）
と
称
し
て
い

る
。リ

ー
ズ
で
サ
イ
エ
ン
ス
カ
フ
ェ
を
開
始
し
た
ダ
ン
カ
ン
・
ダ
ラ
ス
は
、
テ
レ
ビ
局
の
元
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
で
あ
る
。
隠
退
生
活
を
送
っ
て
い
た
が
、

科
学
が
身
近
な
話
題
に
の
ぼ
る
こ
と
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
自
分
が
住
む
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
に
あ
る
カ
フ
ェ
で
科
学
に
つ
い
て
語
り
合
う
会
を
主
催
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き
で
は
な
い
、

9

科
学
は
芸
術
の
一
形
態
で
あ
る
、
科
学
に
は
権
威
を
打
破
す
る
力
が
あ
る
、
国
家
の
枠
を
越
え
た
国
際
性
を
も
つ
と
い

う
三
つ
の
美
し
い
面
を
あ
わ
せ
て
紹
介
し
、
科
学
を
自
由
に
探
求
す
る
こ
と
を
教
え
る
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
。
ダ
イ
ソ
ン
が
そ
の
エ
ッ
セ
イ
集
で

強
調
し
て
い
る
い
ち
ば
ん
の
信
条
は
、
科
学
の
世
界
と
ア
ー
ト
の
世
界
は
、
い
ず
れ
も
国
境
や
人
種
の
壁
を
や
す
や
す
と
越
え
る
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
ラ

ン
ゲ
ッ
ジ
と
い
う
点
で
共
通
点
が
多
い
と
い
う
も
の
だ
。

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
ラ
ン
ゲ
ッ
ジ
と
は
言
っ
て
も
、
科
学
に
つ
い
て
語
り
合
う
こ
と
に
は
、
や
は
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
関
門
が
あ
る
。
科
学
を
ネ
タ
に
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
誰
が
誰
と
、
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

し
合
え
ば
い
い
の
か
。

そ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
前
に
、
ま
ず
、
サ
イ
エ
ン
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
理
念
が
登
場
し
た
背
景
に
つ
い
て
、
お
さ
ら
い
を
し
て
お
き

た
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
単
に
科
学
の
知
識
を
伝
え
る
と
い
う
意
味
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
な
ら
ば
以
前
か
ら
行
な
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ

の
大
半
は
、
研
究
や
教
育
、
啓
蒙
に
携
わ
る
科
学
技
術
の
専
門
家
が
一
般
の
人
向
け
に
説
明
す
る
と
い
う
、
一
方
通
行
の
も
の
だ
っ
た
。

だ
が
こ
の
や
り
方
に
は
明
ら
か
に
限
界
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
も
そ
も
科
学
に
関
心
の
な
い
人
た
ち
は
、「
専
門
家
」
に
よ
る
そ
う
し
た
解
説

に
耳
を
傾
け
る
気
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
必
要
性
も
感
じ
な
い
。
こ
れ
で
は
、
声
の
届
き
よ
う
が
な
い
。

そ
れ
と
は
逆
に
、
い
わ
ゆ
る
「
素
人
」
で
あ
る
一
般
の
人
た
ち
が
科
学
技
術
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
意
見
や
要
望
を
も
と
う
と
も
、
科
学
技
術
者

や
行
政
関
係
者
に
そ
の
声
が
届
く
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。「
専
門
家
」
の
側
も
、
聞
く
耳
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
結
果
ど
う
な
っ
た
か
。「
専
門
家
」
は
、
素
人
に
は
い
く
ら
説
明
し
て
も
わ
か
ら
な
い
し
理
解
し
よ
う
と
も
し
な
い
と
思
い
こ
む
。
一
方
、

「
素
人
」
の
側
は
、
科
学
技
術
者
は
変
人
で
あ
り
、
話
を
聞
い
て
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
強
化
さ
せ
て
し
ま
う
。
こ
の
悪
循
環
が
、

科
学
技
術
者
の
浮
世
離
れ
と
、
一
般
の
人
た
ち
の
科
学
技
術
に
対
す
る
関
心
度
低
下
を
助
長
し
て
き
た
。
こ
れ
が
、
先
進
国
に
共
通
す
る
近
年
の
社

会
状
況
だ
っ
た
。

科
学
技
術
に
対
す
る
関
心
度
の
低
下
だ
け
な
ら
ば
ま
だ
い
い
。
困
る
の
は
、
科
学
技
術
に
対
す
る
不
信
感
が
芽
生
え
る
こ
と
で
あ
る
。

科
学
技
術
は
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
に
多
大
な
る
恩
恵
を
も
た
ら
し
て
き
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
公
害
問
題
、
遺
伝
子
組
み
換
え
食
品
を
め
ぐ
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科
学
技
術
者
に
対
す
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
認
識
を
示
す
お
も
し
ろ
い
ジ
ョ
ー
ク
が
あ
る
。
悲
観
論
者
と
楽
観
論
者
と
科
学
者
が
い
た
と
す
る
。

こ
の
三
人
は
、
水
道
水
が
半
分
だ
け
入
っ
て
い
る
コ
ッ
プ
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
三
者
三
様
の
コ
メ
ン
ト
を
す
る
と
い
う
の
だ
。
す
な
わ
ち
、

・
悲
観
論
者
「
水
が
半
分
し
か
残
っ
て
い
な
い
」

・
楽
観
論
者
「
ま
だ
半
分
も
残
っ
て
い
る
」

・
科
学
者
「
こ
の
水
に
は
ヒ
素
が
五
〇
ピ
ー
・
ピ
ー
・
ビ
ー
（
注
3

ppb

）
含
ま
れ
て
い
る
」

こ
の
ジ
ョ
ー
ク
は
、
一
般
に
科
学
者
は

10

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
世
間
に
定
着
し
て
い
る
こ
と
を
如
実

に
示
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
実
際
に
は
そ
ん
な
科
学
者
、
研
究
者
ば
か
り
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ち
な
み
に
ヒ
素
の
含
有
量
五
〇
ピ
ー
・
ピ
ー
・

ビ
ー
と
は
、
水
道
水
の
許
容
範
囲
に
相
当
す
る
。

二
〇
〇
四
年
に
内
閣
府
が
全
国
の
一
八
歳
以
上
を
対
象
に
実
施
し
た
「
科
学
技
術
と
社
会
に
関
す
る
世
論
調
査
」
で
は
、「
科
学
技
術
に
関
す
る

知
識
は
わ
か
り
や
す
く
説
明
さ
れ
れ
ば
大
抵
の
人
は
理
解
で
き
る
」
と
思
い
ま
す
か
、
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、「
そ
う
思
う
」
と
の
回
答
が
五

二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、「
そ
う
は
思
わ
な
い
」
と
の
回
答
が
三
五
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
だ
っ
た
。

6

半
分
以
上
の
人
は
、
わ
か
り
や
す
い
説

明
を
求
め
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

7

、「
世
界
一
受
け
た
い
理
科
の
授
業
」
と
か
い
う
テ
レ
ビ
番
組
が
成
り
立
つ
の
だ
ろ
う
。

そ
う
し
た
フ
ウＢ
チ
ョ
ウ
を
反
映
し
た
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
、
二
〇
〇
七
年
一
一
月
に
実
施
さ
れ
た
同
様
の
世
論
調
査
で
は
、「
科
学
技
術

に
関
す
る
知
識
は
わ
か
り
や
す
く
説
明
さ
れ
れ
ば
大
抵
の
人
は
理
解
で
き
る
」
と
思
い
ま
す
か
、
と
い
う
質
問
に
対
し
て
「
そ
う
思
う
」
と
回
答
し

た
人
は
六
四
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、「
そ
う
は
思
わ
な
い
」
と
回
答
し
た
人
は
二
五
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
だ
っ
た
。

8

、
わ
か
り
や
す
け
れ
ば
い
い
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
枝
葉
を
そ
ぎ
落
と
し
、
お
ま
け
に
シ
ンＣ
ボ
ウ
ま
で
抜
い
て
し
ま
っ
た
よ
う

な
話
は
、
面
白
く
も
お
か
し
く
も
な
い
。
比
喩
を
う
ま
く
使
い
な
が
ら
、
難
し
い
話
を
難
し
い
な
り
に
話
す
技
も
ほ
し
い
も
の
だ
。

朝
永
振
一
郎
、
Ｊ
・
シ
ュ
ウ
ィ
ン
ガ
ー
、
Ｒ
・
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
同
時
受
賞
に
一
役
買
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
物
理
学
者
の

フ
リ
ー
マ
ン
・
ダ
イ
ソ
ン
は
、
エ
ッ
セ
イ
集
『
ガ
イ
ア
の
素
顔
』（
幾
島
幸
子
訳
、
工
作
舎
）
の
中
で
、
若
者
が
科
学
を
嫌
う
理
由
と
し
て
、
権
威

あ

主
義
的
、
実
利
主
義
的
、
核
兵
器
な
ど
へ
の
悪
し
き
貢
献
の
三
つ
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
ダ
イ
ソ
ン
は
、
科
学
の
こ
う
し
た
醜
悪
な
面
を
隠
す
べ
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

科
学
に
つ
い
て
語
る
場
合
、1
従
来
の
流
儀
で
は
、
い
わ
ゆ
る
科
学
技
術
の
「
専
門
家
」
が
情
報
を
与
え
、「
素
人
」
が
そ
れ
を
拝
聴
す
る
と
い
う

構
図
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
、
必
然
、
科
学
技
術
の
知
識
を
「
教
え
て
あ
げ
る
」
と
い
う
、
一
方
通
行
的
な
意
識
に
立
っ
た
も
の
と
な
り
が
ち
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
「
教
育
的
」
な
知
識
伝
達
が
有
効
な
場
合
も
あ
る
に
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
情
報
を
受
け
る
側

に
聞
く
意
志
が
あ
る
場
合
だ
ろ
う
。
理
科
離
れ
、
科
学
離
れ
で
問
題
な
の
は
、
サ
イ
エ
ン
ス
に
対
す
る
関
心
度
の
低
下
な
い
し
欠
如
で
あ
り
、
非
専

門
家
が
聞
く
耳
を
も
た
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
と
し
た
ら
、
そ
も
そ
も
こ
れ
で
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
り
立
た
な
い
。

こ
こ
で
言
う
非
専
門
家
に
は
、
分
野
ち
が
い
の
科
学
技
術
の
研
究
者
も
含
ま
れ
て
い
る
。
専
門
の
細
分
化
に
と
も
な
い
、
科
学
技
術
者
が
異
分
野

の
人
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
た
い
と
い
う
意
欲
が
薄
れ
て
い
る
こ
と
も
、
科
学
離
れ
の
一
種
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
科
学

技
術
を
め
ぐ
る
一
方
通
行
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
語
る
側
も
聞
く
側
も
そ
の
数
を
減
ら
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

研
究
者
の
注
1ア

ウ
ト
リ
ー
チ
が
シ
ョ
ウＡ
レ
イ
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
も
、
何
か
を
教
え
て
あ
げ
よ
う
と
い
う
意
識
が
前
面
に
出
て
し
ま
う
と
、

お
そ
ら
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
う
ま
く
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
必
要
と
さ
れ
る
ス
キ
ル
が
、
注
2エ

レ
ベ
ー
タ
ー
・
ト
ー
ク
で
あ
り
、
タ
ク

シ
ー
・
ト
ー
ク
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
相
手
の
好
奇
心
を
く
す
ぐ
る
こ
と
か
ら
始
め
、
こ
ち
ら
の
話
に
耳
を
傾
け
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
。
な
に
し
ろ
、

大
卒
者
に
し
て
も
そ
の
七
割
は
い
わ
ゆ
る
文
系
で
あ
り
、
文
系
へ
の
進
学
の
動
機
で
重
き
を
な
す
の
は
数
学
、
物
理
に
対
す
る
苦
手
意
識
で
あ
っ
た

ま
ん
え
ん

り
す
る
（
大
学
進
学
率
は
約
五
割
）。
そ
の
せ
い
か
、
一
般
に
、
科
学
は
難
し
い
も
の
、
取
っ
つ
き
に
く
い
も
の
と
い
う
認
識
が
蔓
延
し
て
い
る
の

だ
。サ

イ
エ
ン
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
観
点
か
ら
見
た
場
合
の
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
の
最
大
の
目
的
は
、
科
学
技
術
の
研
究
者
と
は
ど
ん
な
人
種
か
を
、

一
般
の
人
（
日
本
人
の
大
半
を
占
め
る
文
系
の
人
）
に
つ
ぶ
さ
に
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
あ
る
。
あ
る
い
は
逆
の
言
い
方
を
す
る
な
ら
、
一
般
の
人

が
科
学
技
術
の
研
究
者
を
ど
う
見
て
い
る
か
を
、
研
究
者
に
自
覚
し
て
も
ら
う
こ
と
に
あ
る
。
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入
試
概
要

総
合
型
選
抜

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

英
　
　
　
　
　
語

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

数
　
　
　
　
　
学

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

生
　
　
　
　
　
物

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

化
　
　
　
　
　
学

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

国
　
　
　
　
　
語

一
般
選
抜

一
般
選
抜
英
語
一
般
選
抜
日
本
史

一
般
選
抜
世
界
史

一
般
選
抜
生
物

一
般
選
抜
化
学

一
般
選
抜
数
学

一
般
選
抜
国
語

音
楽
実
技

書
館
と
な
っ
て
い
る
）。

創
始
者
の
ダ
ン
カ
ン
・
ダ
ラ
ス
に
言
わ
せ
れ
ば
「4
こ
ん
な
の
は
サ
イ
エ
ン
ス
カ
フ
ェ
じ
ゃ
な
い
」
と
の
こ
と
だ
が
、
地
元
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
行
な

わ
れ
る
本
来
の
サ
イ
エ
ン
ス
カ
フ
ェ
が
ミ
ニ
コ
ミ
だ
と
し
た
ら
、
マ
ス
コ
ミ
的
な
イ
ベ
ン
ト
を
目
指
し
た
の
が
デ
イ
ナ
セ
ン
タ
ー
の
サ
イ
エ
ン
ス
カ

フ
ェ
な
の
だ
ろ
う
。

日
本
で
行
な
わ
れ
て
い
る
サ
イ
エ
ン
ス
カ
フ
ェ
の
様
式
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
書
店
な
ど
の
公
共
ス
ペ
ー
ス
で
行
な
わ
れ
る
も
の
に
は
、
ス
ラ
イ

ド
を
使
用
し
た
講
演
方
式
の
も
の
が
多
い
。
日
本
人
の
聴
衆
は
、
あ
ま
り
質
問
を
し
な
い
と
い
う
国
民
性
も
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
式

が
試
さ
れ
る
中
で
、
自
分
た
ち
に
合
っ
た
イ
ベ
ン
ト
が
工
夫
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

そ
ん
な
中
で
、
ぼ
く
自
身
が
考
え
る
サ
イ
エ
ン
ス
カ
フ
ェ
の
日
本
的
な
原
点
は
「
井
戸
端
会
議
」
で
あ
る
。
共
用
の
井
戸
端
で
、
米
を
研
ぎ
な
が

う
わ
さ

ら
科
学
の
噂
話
に
興
じ
る
光
景
が
出
現
し
た
と
き
こ
そ
、5
科
学
が
「
米
の
飯
」
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（
渡
辺
政
隆
『
一
粒
の
柿
の
種

科
学
と
文
化
を
語
る
』
に
よ
る
）

注
1

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
＝
研
究
者
や
研
究
機
関
が
研
究
成
果
を
実
践
的
に
周
知
す
る
た
め
の
活
動
。

注
2

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
・
ト
ー
ク
…
…
タ
ク
シ
ー
・
ト
ー
ク
＝
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
や
タ
ク
シ
ー
に
乗
っ
て
い
る
間
に
行
わ
れ
る
よ
う
な
、
相
手
の
興
味
を
引
く
短
い
話
。

注
3

ppb

＝
十
億
分
の
一
。ppm

（
百
万
分
の
一
）
よ
り
小
さ
な
含
有
量
を
表
す
。

注
4

セ
レ
ン
デ
ィ
ピ
テ
ィ
＝
偶
然
の
も
た
ら
す
幸
運
。
セ
レ
ン
デ
ィ
ッ
プ
（
今
の
ス
リ
ラ
ン
カ
）
の
故
事
に
基
づ
く
。
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す
る
こ
と
に
し
た
。
基
本
的
な
形
式
は
、
ス
ラ
イ
ド
（
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
）
な
ど
は
い
っ
さ
い
使
わ
ず
に
二
〇
分
ほ
ど
ゲ
ス
ト
が
話
し
た
あ
と
で
、

休
憩
時
間
を
は
さ
み
、
質
問
と
討
論
の
時
間
を
も
つ
。
休
憩
時
間
を
取
る
の
は
、
飲
み
物
を
追
加
す
る
と
い
う
意
味
も
あ
る
が
、
聴
衆
ど
う
し
が
ゲ

ス
ト
の
話
に
つ
い
て
意
見
を
交
換
し
、
質
問
す
べ
き
こ
と
を
確
認
し
合
う
時
間
を
も
つ
た
め
で
あ
る
。

サ
イ
エ
ン
ス
カ
フ
ェ
で
重
要
な
の
は
、2
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
と
呼
ば
れ
る
進
行
役
の
存
在
で
あ
る
。
い
か
に
座
を
盛
り
上
げ
る
か
は
、
ひ
と
え
に

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
の
ソ
ウＤ
ケ
ン
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
イ
ベ
ン
ト
で
大
切
な
の
は
、
み
ん
な
が
何
か
を
学
ん
だ
り
納
得
す
る
こ
と
で

は
な
く
、
自
宅
や
職
場
で
科
学
を
話
題
に
す
る
き
っ
か
け
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
Ｂ
Ａ
が
主
催
す
る
サ
イ
・
バ
ー
の
主
目
的
は
、
科
学
技
術

の
研
究
者
に
市
民
の
声
を
聞
か
せ
る
こ
と
だ
と
い
う
。

イ
ギ
リ
ス
国
内
で
も
サ
イ
エ
ン
ス
カ
フ
ェ
は
さ
ま
ざ
ま
な
発
展
を
遂
げ
て
い
る
。
過
激
な
タ
イ
プ
と
し
て
は
、
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
が
ゲ
ス
ト
科

学
者
の
ト
ー
ク
に
も
介
入
し
、「
あ
な
た
の
流
儀
は
世
間
か
ら
ず
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
自
覚
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
も
あ
る
（
ゲ

ス
ト
が
怒
り
出
す
こ
と
も
た
ま
に
は
あ
る
ら
し
い
）。
そ
う
し
た
形
式
で
は
、
会
場
に
来
た
参
加
者
全
員
が
討
論
に
加
わ
る
た
め
に
も
一
五
人
程
度

の
聴
衆
が
理
想
的
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

で
は
、3
そ
う
い
う
場
に
登
場
す
る
研
究
者
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト
は
な
ん
だ
ろ
う
。
思
う
に
、
本
人
に
と
っ
て
の
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
は
、
第
三
者

に
自
分
の
科
学
を
語
る
こ
と
自
体
が
思
わ
ぬ
発
見
に
つ
な
が
り
う
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
門
外
漢
（
他
分
野
の
科
学
者
も
含
む
）
を
相
手
に
自
分
の

研
究
を
語
り
、
異
分
野
の
人
た
ち
の
新
鮮
な
反
応
に
出
合
う
中
で
、
注
4セ

レ
ン
デ
ィ
ピ
テ
ィ
の
天
使
が
突
如
舞
い
降
り
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
社

会
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト
で
も
あ
る
。
今
や
す
っ
か
り
細
分
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
科
学
の
風
通
し
を
今
一
度
よ
く
す
る
こ
と
の
恩
恵
は
、
計
り
知
れ

な
い
の
だ
。

サ
イ
エ
ン
ス
カ
フ
ェ
が
目
指
す
も
う
一
つ
の
方
向
と
し
て
は
、
社
会
的
に
関
心
の
高
い
科
学
の
話
題
を
め
ぐ
る
議
論
をＥ
カ
ン
キ
す
る
と
い
う
こ
と

が
あ
る
。
こ
れ
も
イ
ギ
リ
ス
の
例
だ
が
、
ロ
ン
ド
ン
の
科
学
博
物
館
に
は
、
そ
の
た
め
の
専
用
施
設
で
あ
る
デ
イ
ナ
セ
ン
タ
ー
が
併
設
さ
れ
て
い
る
。

ふ
だ
ん
は
カ
フ
ェ
と
し
て
営
業
し
て
い
る
の
だ
が
、
週
に
何
度
か
そ
こ
で
サ
イ
エ
ン
ス
カ
フ
ェ
が
開
か
れ
、
そ
の
模
様
は
ウ
ェ
ブ
で
も
流
さ
れ
る
。

聴
衆
に
は
イ
エ
ス
・
ノ
ー
を
答
え
る
投
票
ボ
タ
ン
が
渡
さ
れ
、
イ
ベ
ン
ト
の
途
中
で
い
く
つ
か
の
質
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
（
現
在
は
科
学
館
の
図
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Ｄ

4

ソ
ウ
ケ
ン

ま
す
ま
す
ご
ソ
ウ
ケ
ン
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

ケ
ン
ボ
ウ
ジ
ュ
ッ
ス
ウ
を
駆
使
す
る
。

高
い
ケ
ン
シ
キ
を
も
つ
政
治
家
。

問
題
点
が
ケ
ン
ザ
イ
カ
す
る
。

国
家
に
ヒ
ケ
ン
す
る
財
力
を
も
つ
富
豪
。

Ｅ

5

カ
ン
キ

円
を
ド
ル
に
カ
ン
サ
ン
す
る
。

議
会
に
証
人
を
カ
ン
モ
ン
す
る
。

カ
ン
ラ
ク
ガ
イ
に
足
を
運
ぶ
。

カ
ン
ワ
休
題
、
例
の
件
は
ど
う
な
っ
た
。

カ
ン
ゼ
ン
チ
ョ
ウ
ア
ク
も
の
の
ド
ラ
マ
。

問
二

6

〜

9

（
解
答
番
号
同
じ
）
に
入
る
最
も
適
当
な
言
葉
を
、
次
の

〜

の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い

（
同
じ
選
択
肢
は
一
度
し
か
使
え
ま
せ
ん
）。

た
だ
し

と
こ
ろ
が

む
し
ろ

た
と
え
ば

な
れ
ば
こ
そ

つ
ま
り

1
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問
一

線
部
Ａ
〜
Ｅ
の
漢
字
と
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

〜

の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

解
答
番
号
は

1

〜

5

。

Ａ

1

シ
ョ
ウ
レ
イ

レ
イ
ゲ
ン
な
態
度
。

チ
ョ
ウ
レ
イ
ボ
カ
イ
に
よ
る
税
制
の
混
乱
。

リ
ュ
ウ
レ
イ
な
筆
づ
か
い
。

帰
宅
後
の
手
洗
い
を
レ
イ
コ
ウ
す
る
。

ご
レ
イ
ケ
イ
は
お
元
気
で
す
か
。

Ｂ

2

フ
ウ
チ
ョ
ウ

赤
を
キ
チ
ョ
ウ
と
し
た
絵
。

時
代
の
シ
チ
ョ
ウ
を
読
み
と
る
。

失
敗
し
て
チ
ョ
ウ
シ
ョ
ウ
の
的
と
な
る
。

ご
セ
イ
チ
ョ
ウ
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

け
ん
ど

捲
土
チ
ョ
ウ
ラ
イ
を
期
す
。

Ｃ

3

シ
ン
ボ
ウ

シ
ン
シ
ョ
ウ
ボ
ウ
ダ
イ
に
言
い
立
て
る
。

カ
ン
ボ
ウ
長
官
の
記
者
会
見
。

流
行
性
カ
ン
ボ
ウ
の
予
防
接
種
。

シ
ン
ボ
ウ
エ
ン
リ
ョ
を
め
ぐ
ら
す
。

入
り
組
ん
だ
現
象
を
カ
イ
ボ
ウ
す
る
。

1
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入
試
概
要

総
合
型
選
抜

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

英
　
　
　
　
　
語

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

数
　
　
　
　
　
学

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

生
　
　
　
　
　
物

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

化
　
　
　
　
　
学

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

国
　
　
　
　
　
語

一
般
選
抜

一
般
選
抜
英
語
一
般
選
抜
日
本
史

一
般
選
抜
世
界
史

一
般
選
抜
生
物

一
般
選
抜
化
学

一
般
選
抜
数
学

一
般
選
抜
国
語

音
楽
実
技

問
七

線
部
4
「
こ
ん
な
の
は
サ
イ
エ
ン
ス
カ
フ
ェ
じ
ゃ
な
い
」
に
対
す
る
筆
者
の
考
え
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

〜

の
中

か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

14

。

小
さ
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
開
催
さ
れ
る
サ
イ
エ
ン
ス
カ
フ
ェ
こ
そ
が
理
想
的
で
あ
り
、
大
規
模
な
サ
イ
エ
ン
ス
カ
フ
ェ
は
邪
道
で
あ
る
、

と
い
う
ダ
ラ
ス
氏
の
考
え
に
理
解
を
示
し
つ
つ
も
、
筆
者
は
各
地
の
実
情
に
合
っ
た
サ
イ
エ
ン
ス
カ
フ
ェ
の
実
現
を
望
ん
で
い
る
。

サ
イ
エ
ン
ス
カ
フ
ェ
は
、
科
学
者
が
社
会
に
向
け
て
科
学
の
話
題
を
提
供
す
る
た
め
の
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上
、
マ
ス
コ
ミ
的
な

イ
ベ
ン
ト
を
目
指
す
方
向
に
か
じ
を
切
る
の
は
や
む
を
得
な
い
と
考
え
て
い
る
。

筆
者
は
、
ダ
ラ
ス
氏
の
理
想
と
対
極
に
あ
る
マ
ス
コ
ミ
的
サ
イ
エ
ン
ス
カ
フ
ェ
に
一
定
の
理
解
を
示
し
な
が
ら
も
、
自
身
と
し
て
は
日
本

の
実
情
に
密
着
し
た
サ
イ
エ
ン
ス
カ
フ
ェ
を
立
ち
あ
げ
る
な
ど
、
ダ
ラ
ス
氏
に
近
い
考
え
を
抱
い
て
い
る
。

筆
者
は
、
ミ
ニ
コ
ミ
的
・
マ
ス
コ
ミ
的
い
ず
れ
の
サ
イ
エ
ン
ス
カ
フ
ェ
を
も
よ
し
と
し
て
お
り
、
両
者
を
実
現
す
る
た
め
に
最
終
的
に
日

本
ロ
ー
カ
ル
の
ミ
ニ
コ
ミ
的
サ
イ
エ
ン
ス
カ
フ
ェ
を
世
界
進
出
さ
せ
る
と
い
う
理
想
を
抱
い
て
い
る
。

ダ
ラ
ス
氏
の
理
想
を
一
つ
の
極
論
と
し
て
紹
介
し
つ
つ
、
ロ
ン
ド
ン
の
マ
ス
コ
ミ
的
サ
イ
エ
ン
ス
カ
フ
ェ
や
筆
者
自
身
の
計
画
す
る
地
域

に
根
ざ
し
た
サ
イ
エ
ン
ス
カ
フ
ェ
を
対
置
す
る
こ
と
で
、
サ
イ
エ
ン
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
豊
か
な
未
来
を
暗
示
し
て
い
る
。

問
八

線
部
5
「
科
学
が
「
米
の
飯
」
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
と
し
て
筆

者
が
最
も
問
題
視
し
て
い
る
こ
と
は
何
で
す
か
。
次
の

〜

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

15

。

も
し
科
学
が
日
々
の
生
活
に
溶
け
込
ま
な
け
れ
ば
、
一
般
の
人
た
ち
の
科
学
技
術
に
対
す
る
関
心
を
低
下
さ
せ
て
し
ま
う
か
ら
。

も
し
科
学
が
利
益
を
生
ま
な
け
れ
ば
、「
素
人
」
は
「
専
門
家
」
の
説
明
を
聞
く
必
要
性
を
感
じ
な
い
ま
ま
だ
か
ら
。

か
い
り

も
し
科
学
を
社
会
全
体
で
共
有
す
る
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
専
門
家
と
一
般
の
人
た
ち
の
乖
離
が
増
大
し
て
い
く
一
方
だ
か
ら
。

も
し
科
学
が
日
常
に
浸
透
し
な
け
れ
ば
、
科
学
に
対
す
る
不
信
感
が
社
会
の
不
安
・
危
険
を
生
じ
さ
せ
か
ね
な
い
か
ら
。

も
し
科
学
が
噂
話
の
域
を
脱
し
な
け
れ
ば
、
科
学
技
術
へ
の
疑
念
が
技
術
の
向
上
を
妨
げ
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
。

（
国
語
①
問
題

お
わ
り
）

1
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問
五

線
部
2
「
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
」
の
具
体
的
な
役
割
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
か
。
最
も
適
当
な
も
の

を
、
次
の

〜

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

12

。

科
学
技
術
や
科
学
者
の
こ
と
を
市
民
が
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
を
伝
え
る
な
か
だ
ち
と
な
る
。

科
学
者
が
社
会
か
ら
ず
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
る
た
め
に
、
参
加
者
が
多
く
と
も
討
論
に
は
全
員
が
参
加
す
る
よ
う
に
す
る
。

専
門
家
が
「
教
え
る
」
こ
と
を
手
助
け
す
る
の
で
は
な
く
、
自
宅
や
職
場
で
科
学
を
教
え
る
小
さ
な
専
門
家
を
育
て
る
手
助
け
を
す
る
。

サ
イ
エ
ン
ス
カ
フ
ェ
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、
一
般
市
民
の
肩
を
持
と
う
と
し
て
、
専
門
家
の
話
に
繰
り
返
し
割
っ
て
入
る
。

ゲ
ス
ト
科
学
者
が
新
鮮
な
反
応
に
出
合
え
る
よ
う
な
、
専
門
分
野
の
垣
根
を
越
え
た
多
彩
な
人
々
を
聴
衆
と
し
て
招
待
す
る
。

問
六

線
部
3
「
そ
う
い
う
場
に
登
場
す
る
研
究
者
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト
は
な
ん
だ
ろ
う
」
に
対
す
る
筆
者
の
考
え
と
し
て
最
も
適
当
な
も

の
を
、
次
の

〜

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

13

。

科
学
者
と
市
民
を
つ
な
ぐ
伝
道
師
と
し
て
市
民
が
日
常
的
に
科
学
を
話
題
に
す
る
手
助
け
が
で
き
る
こ
と
。

予
想
外
の
科
学
的
発
見
に
対
し
て
異
分
野
の
人
々
が
新
鮮
な
反
応
を
示
す
こ
と
で
、
科
学
の
諸
分
野
の
統
合
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
。

サ
イ
エ
ン
ス
カ
フ
ェ
の
聴
衆
か
ら
意
外
な
反
応
を
得
る
こ
と
で
、
社
会
に
貢
献
す
る
研
究
成
果
を
得
る
可
能
性
が
高
ま
る
こ
と
。

専
門
の
科
学
研
究
者
が
科
学
者
で
は
な
い
人
に
わ
か
り
や
す
く
話
を
す
る
こ
と
で
、
新
発
見
が
生
ま
れ
や
す
く
な
る
と
い
う
こ
と
。

社
会
が
い
か
に
科
学
の
話
題
を
議
論
し
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
で
、
科
学
へ
の
不
信
感
を
払
拭
す
る
手
掛
か
り
が
得
ら
れ
る
こ
と
。

1
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問
四

線
部
1
「
従
来
の
流
儀
」
の
問
題
点
と
し
て
筆
者
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ま
す
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

〜

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

11

。

科
学
技
術
の
研
究
者
で
は
な
い
人
に
専
門
家
が
「
教
え
て
あ
げ
る
」
か
た
ち
の
サ
イ
エ
ン
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
従
来
の
よ
う
に

は
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
聞
き
手
に
存
在
し
た
科
学
へ
の
関
心
や
語
り
手
が
も
っ
て
い
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

へ
の
意
欲
が
消
え
失
せ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
専
門
と
し
な
い
専
門
家
が
、
従
来
の
よ
う
な
何
か
を
教
え
て
あ
げ
よ
う
と
い
う
意
識
で
素
人
に
知
識
を
伝
達
す

る
こ
と
は
難
し
く
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
現
在
で
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
一
つ
の
専
門
技
術
と
し
て
細
分
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で

あ
る
。

従
来
は
科
学
技
術
の
専
門
家
が
意
欲
的
な
「
素
人
」
に
啓
蒙
的
な
知
識
伝
達
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
が
、
現
在
で
は
困
難
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
科
学
へ
の
「
素
人
」
の
関
心
が
薄
れ
た
だ
け
で
な
く
、
科
学
技
術
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
意
欲
も
お
し
な
べ
て
薄
れ
て
し
ま
っ
た

か
ら
で
あ
る
。

従
来
、
科
学
技
術
の
専
門
家
は
細
分
化
し
た
専
門
に
従
事
し
て
い
れ
ば
よ
か
っ
た
が
、
現
在
で
は
そ
れ
は
難
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
研
究
の

意
義
を
社
会
に
広
く
認
め
さ
せ
る
た
め
に
は
、
本
職
に
割
く
時
間
を
犠
牲
に
し
て
で
も
非
専
門
家
の
関
心
を
得
る
技
術
を
手
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

従
来
の
よ
う
な
、
聞
く
意
志
を
持
つ
非
専
門
家
に
専
門
家
が
教
え
る
と
い
う
一
方
的
な
知
識
伝
達
は
成
り
立
ち
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
な

ぜ
な
ら
、
科
学
の
専
門
分
野
が
細
分
化
し
た
り
、
科
学
へ
の
苦
手
意
識
が
浸
透
し
た
り
し
て
い
る
た
め
か
、
聞
く
意
志
を
持
つ
こ
と
を
非
専

門
家
に
期
待
し
に
く
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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問
三

10

（
解
答
番
号
同
じ
）
に
入
る
最
も
適
当
な
文
を
、
次
の

〜

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク

し
な
さ
い
。

固
い
、
話
が
お
も
し
ろ
く
な
い

客
観
的
だ
が
、
悲
観
的
だ

専
門
知
識
を
も
っ
た
皮
肉
屋
だ

教
え
て
あ
げ
よ
う
と
い
う
意
識
か
ら
脱
却
で
き
な
い

ユ
ー
モ
ラ
ス
な
悲
観
論
者
だ

難
し
い
こ
と
を
や
さ
し
く
表
現
で
き
な
い

1
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入
試
概
要

総
合
型
選
抜

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

英
　
　
　
　
　
語

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

数
　
　
　
　
　
学

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

生
　
　
　
　
　
物

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

化
　
　
　
　
　
学

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

国
　
　
　
　
　
語

一
般
選
抜

一
般
選
抜
英
語
一
般
選
抜
日
本
史

一
般
選
抜
世
界
史

一
般
選
抜
生
物

一
般
選
抜
化
学

一
般
選
抜
数
学

一
般
選
抜
国
語

音
楽
実
技

注
1

天
竺
の
舎
衛
国
＝
古
代
イ
ン
ド
の
国
。
釈
迦
が
好
ん
で
滞
在
し
た
祇
園
精
舎
が
あ
る
。

注
2

大
塔
＝
出
家
者
た
ち
が
居
住
す
る
僧
院
の
中
心
と
な
る
仏
塔
。

注
3

心
柱
＝
建
築
物
、
特
に
仏
塔
な
ど
の
中
心
と
な
る
柱
。

注
4

檀
那
＝
寺
院
や
僧
尼
に
種
々
の
施
与
を
す
る
信
者
。

注
5

隠
人
菅
＝
不
詳
。
隠
れ
蓑
や
隠
れ
笠
と
同
様
の
も
の
か
。

は

く
つ

注
6

浮
草
海
＝
不
詳
。
そ
れ
を
履
く
と
水
に
浮
く
履
の
類
か
。

問
一

1

〜

3
（
解
答
番
号
同
じ
）
に
入
る
最
も
適
当
な
漢
字
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

〜

の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い

（
同
じ
選
択
肢
を
二
度
以
上
選
ん
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
）。

可

不

非

能

令

将

無

被

問
二

線
部
「
非
道
」
の
「
道
」
と
同
じ
意
味
の
「
道
」
を
含
ん
だ
熟
語
を
、
次
の

〜

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

解
答
番
号
は

4

。

報
道

仏
道

伝
道

道
程

道
理

道
俗
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
こ
の
文
章
に
は
、
漢
文
体
に
よ
る
記
述
が
部
分
的
に
混
在
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
箇
所
の
送
り

仮
名
は
省
略
し
て
あ
り
ま
す
。

し
や
ゑ

注
1天

竺
の
舎
衛
国
に
、
一
人
の
男
あ
り
。
一
日
の
身
命
を
助
け
が
た
き
ほ
ど
の
貧
窮
の
者
な
り
。
折
ふ
し
、
用
あ
り
て
他
国
に
行
く
。
道
の
側
ら
に

だ
ん
な

注
2大

塔
を
建
つ
。
し
か
る
に
、
注
3心

柱
を
立
て
ん
と
す
る
に
、
人
勢
少
な
く
し
て
1
レ

得
レ

立
。注
4

檀
那
、
道
の
側
ら
に
立
ち
て
、
行
き
来
の
人
を
語
ら
ひ

て
、
2
二

結
縁
一

。
し
か
る
に
、
か
の
貧
男
も
非
道
に
3
レ

囚
、
も
ろ
と
も
に
心
柱
を
立
て
ぬ
。
か
の
男
、
心
に
思
ふ
こ
と
は
、「
今
日
、
門
出
し

て
悪
し
か
り
け
る
日
な
り
。1
は
か
ば
か
し
く
食
事
も
せ
ぬ
身
の
、
遠
路
を
行
か
ん
と
す
る
に
、
思
は
ぬ
ほ
か
に
3
レ

囚
、
非
能
の
力
を
尽
く
し
て

み
の
か
さ

疲
れ
た
る
か
な
。
帰
り
な
ん
」
と
思
ひ
て
行
く
と
こ
ろ
に
、2
道
の
中
に
蓑
笠
着
た
る
死
人
あ
り
。
立
ち
寄
り
て
見
れ
ば
、
鬼
な
り
。
し
か
る
に
、
鬼

こ
づ
ち

の
持
つ
宝
に
は
、
二
宝
三
珍
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
三
珍
と
は
、
打
ち
出
の
小
槌
、
注
5隠

人
菅
、
注
6浮

草
海
な
り
。
二
宝
と
は
、
隠
れ
蓑
、
隠
れ
笠
な
り
。

た
だ
し
、Ａ
主
だ
に
死
す
れ
ば
、
力
用
失
せ
て
、
隠
れ
蓑
、
隠
れ
笠
も
顕
は
れ
見
ゆ
る
な
り
。
こ
の
男
思
ふ
こ
と
は
、「Ｂ
鬼
に
て
も
あ
れ
、
主
の
死
に

た
れ
ば
、
大
事
な
し
。
新
し
き
蓑
笠
な
り
。
取
ら
ば
や
」
と
思
ひ
て
、
こ
れ
を
は
ぎ
て
行
く
ほ
ど
に
、
知
人
に
行
き
あ
ひ
、
あ
る
い
は
家
に
行
き
た

れ
ど
も
、
た
れ
も
何
と
も
言
は
ず
。
ま
た
、
他
人
の
家
へ
行
き
た
れ
ど
も
、
家
主
も
知
ら
ず
。
そ
の
時
、
か
の
男
思
ふ
こ
と
は
、「
こ
れ
は
、
鬼
の

持
た
る
隠
れ
蓑
、
隠
れ
笠
な
り
」
と
思
ひ
て
、
他
の
物
を
取
る
。
ま
た
、
他
の
家
に
あ
る
物
を
取
る
に
も
、
人
知
ら
ず
。
如
レ

此
す
る
ほ
ど
に
、
財

宝
充
満
せ
り
。
七
日
過
ぎ
て
、
夢
想
に
聖
人
来
た
り
て
曰
く
、「
汝
は
、
前
生
無
二

施
心
一

故
に
、
貧
窮
に
生
ま
れ
た
り
。
し
か
れ
ど
も
、
塔
を
建
つ

る
と
こ
ろ
に
行
き
て
、
心
柱
に
手
を
付
け
て
結
縁
し
た
り
し
故
に
、
宝
塔
の
利
生
に
て
、
如
レ

此
鬼
の
二
宝
を
授
け
た
り
。
信
心
を
致
し
て
、
親
の

た
め
塔
を
建
て
、
所
願
成
就
す
べ
し
」
と
告
げ
給
へ
り
。
夢
覚
め
て
、
い
よ
い
よ
信
心
を
致
せ
り
。

（『
因
縁
抄
』
に
よ
る
）

国
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（
3
）
Ｂ
の
「
大
事
な
し
」
は
、
ど
う
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

〜

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、

マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

8

。

大
し
た
宝
で
は
な
い
。

危
険
な
も
の
で
は
な
い
。

身
に
付
け
て
も
大
丈
夫
だ
。

は
ぎ
取
っ
て
も
問
題
な
い
。

も
う
効
力
は
な
く
な
っ
て
い
る
。

持
ち
主
に
は
も
う
必
要
な
い
。

問
四

線
部
1
「
は
か
ば
か
し
く
食
事
も
せ
ぬ
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
で
す
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

〜

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

9

。

道
中
で
大
塔
を
建
立
す
る
た
め
の
労
働
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
る
と
は
、
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
か
ら
。

前
世
に
お
け
る
所
行
の
報
い
に
よ
っ
て
極
め
て
貧
し
く
、
わ
ず
か
な
食
糧
し
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
。

他
国
に
て
充
分
に
食
糧
が
調
達
で
き
る
こ
と
を
期
待
し
、
出
か
け
る
前
の
食
事
を
控
え
め
に
し
た
か
ら
。

他
者
に
施
す
気
持
ち
を
持
た
な
い
た
め
他
者
か
ら
施
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
極
め
て
貧
し
か
っ
た
か
ら
。

隠
れ
蓑
な
ど
を
入
手
す
る
や
盗
み
を
重
ね
る
よ
う
な
性
根
の
悪
さ
ゆ
え
、
極
貧
の
身
に
生
ま
れ
た
か
ら
。
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問
三

線
部
Ａ
「
主
だ
に
死
す
れ
ば
、
力
用
失
せ
て
、
隠
れ
蓑
、
隠
れ
笠
も
顕
は
れ
見
ゆ
る
な
り
」
と
、

線
部
Ｂ
「
鬼
に
て
も
あ
れ
、
主

の
死
に
た
れ
ば
、
大
事
な
し
」
に
つ
い
て
、
以
下
の
（
1
）
〜
（
3
）
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

（
1
）
次
の
ａ
〜
ｆ
の
説
明
文
の
中
に
、
誤
っ
て
い
る
も
の
は
何
個
あ
り
ま
す
か
。
後
の

〜

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ

い
。
解
答
番
号
は

5

。

ａ

Ａ
に
も
Ｂ
に
も
格
助
詞
お
よ
び
接
続
助
詞
が
含
ま
れ
て
い
る
。

ｂ

Ａ
に
も
Ｂ
に
も
活
用
語
の
連
用
形
が
二
つ
以
上
含
ま
れ
て
い
る
。

ｃ

Ａ
と
Ｂ
合
わ
せ
て
二
箇
所
に
断
定
の
意
味
の
助
動
詞
が
使
わ
れ
て
い
る
。

ｄ

Ａ
と
Ｂ
合
わ
せ
て
二
箇
所
に
変
格
活
用
動
詞
が
使
わ
れ
て
い
る
。

ｅ

Ａ
に
は
完
了
の
意
味
の
助
動
詞
が
含
ま
れ
、
Ｂ
に
は
存
続
の
意
味
の
助
動
詞
が
含
ま
れ
て
い
る
。

ｆ

Ａ
に
は
上
一
段
活
用
を
す
る
動
詞
が
含
ま
れ
、
Ｂ
に
は
ク
活
用
を
す
る
形
容
詞
が
含
ま
れ
て
い
る
。

0
個

1
個

2
個

3
個

4
個

5
個

6
個

（
2
）
Ａ
と
Ｂ
に
含
ま
れ
る
「
ば
」
と
同
じ
意
味
・
用
法
の
「
ば
」
を
含
ん
だ
和
歌
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

〜

の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選

び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
Ａ
は

6

、
Ｂ
は

7

。

天
の
原
ふ
り
さ
け
見
れ
ば
春
日
な
る
三
笠
の
山
に
出
で
し
月
か
も

ゐ

な

有
馬
山
猪
名
の
笹
原
風
吹
け
ば
い
で
そ
よ
人
を
忘
れ
や
は
す
る

心
に
も
あ
ら
で
憂
き
世
に
な
が
ら
へ
ば
恋
し
か
る
べ
き
夜
半
の
月
か
な

吹
く
か
ら
に
秋
の
草
木
の
し
を
る
れ
ば
む
べ
山
風
を
嵐
と
言
ふ
ら
む

を
じ
ま

見
せ
ば
や
な
雄
島
の
海
人
の
袖
だ
に
も
ぬ
れ
に
ぞ
ぬ
れ
し
色
は
変
は
ら
ず

逢
ひ
見
て
の
後
の
心
に
く
ら
ぶ
れ
ば
昔
は
物
を
思
は
ざ
り
け
り
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入
試
概
要

総
合
型
選
抜

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

英
　
　
　
　
　
語

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

数
　
　
　
　
　
学

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

生
　
　
　
　
　
物

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

化
　
　
　
　
　
学

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

国
　
　
　
　
　
語

一
般
選
抜

一
般
選
抜
英
語
一
般
選
抜
日
本
史

一
般
選
抜
世
界
史

一
般
選
抜
生
物

一
般
選
抜
化
学

一
般
選
抜
数
学

一
般
選
抜
国
語

音
楽
実
技

（
5
）

線
部
ｃ
「
几
帳
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

〜

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

解
答
番
号
は

17

。

細
い
角
材
を
縦
横
に
細
か
く
組
み
造
っ
た
戸
。

内
と
外
に
掛
け
が
ね
の
あ
る
両
開
き
の
板
戸
。

木
の
骨
組
み
に
紙
等
を
張
っ
て
造
っ
た
建
具
。

座
の
わ
き
な
ど
に
立
て
て
隔
て
と
し
た
家
具
。

畳
や
む
し
ろ
の
上
に
敷
い
た
綿
入
れ
の
敷
物
。

（
6
）
和
歌
※
に
つ
い
て
述
べ
た
次
の
ａ
〜
ｃ
の
文
の
う
ち
正
し
い
記
述
を
す
べ
て
挙
げ
た
も
の
を
、
後
の

〜

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、

マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

18

。

ａ

現
実
に
は
こ
の
世
に
神
な
ど
存
在
し
な
い
と
い
う
事
実
に
対
し
て
、
そ
れ
と
反
対
の
こ
と
を
仮
に
想
定
す
る
、
反
実
仮
想
の
表
現

を
と
っ
て
い
る
。

ｂ
「
あ
ま
て
る
神
」
と
は
、「
太
神
宮
」
と
同
じ
く
天
照
大
神
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
「
て
（
照
）
る
」
と
「
や
み
（
闇
）」
と
を

対
照
さ
せ
て
い
る
。

ｃ
「
や
み
」
に
は
、「
あ
ま
て
（
天
照
）
る
神
」
が
隠
れ
て
世
が
暗
く
な
る
と
い
う
意
の
闇
と
、
作
者
の
乱
れ
る
心
の
闇
と
が
、
掛

け
ら
れ
て
い
る
。

ａ

ｂ

ｃ

ａ
・
ｂ

ａ
・
ｃ

ｂ
・
ｃ

ａ
・
ｂ
・
ｃ

（
7
）
『
枕
草
子
』
と
『
風
葉
和
歌
集
』
の
間
に
成
立
し
た
作
品
を
、
次
の

〜

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

解
答
番
号
は

19

。

『
十
訓
抄
』

『
風
姿
花
伝
』

『
土
佐
日
記
』

『
徒
然
草
』

『
蜻
蛉
日
記
』
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ち
物
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
1
）

に
入
れ
る
の
に
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

〜

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

解
答
番
号
は

12

。

誇
張

倒
置

比
喩

対
句

縁
語

（
2
）

線
部
ア
「
ま
ゐ
り
」・
イ
「
ま
ゐ
ら
す
る
」・
ウ
「
た
て
ま
つ
る
」・
エ
「
申
し
」・
オ
「
給
ひ
」
に
は
、
謙
譲
語
の
補
助
動
詞
が

何
個
含
ま
れ
て
い
ま
す
か
。
次
の

〜

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

13

。

0
個

1
個

2
個

3
個

4
個

5
個

（
3
）

線
部
ａ
「
お
も
の
」・
ｄ
「
お
こ
た
り
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

〜

の
中
か
ら
一
つ
ず
つ

選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

14

・

15

。

14

ａ

お
食
事

お
休
み

お
出
か
け

お
出
ま
し

お
着
替
え

あ
い
さ
つ

15

ｄ

了
承

挨
拶

感
謝

支
援

謝
罪

（
4
）

線
部
ｂ
「
あ
か
ず
わ
び
し
け
れ
ば
」
の
現
代
語
訳
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

〜

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー

ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

16

。

仕
方
が
な
く
て
悲
し
い
感
じ
が
す
る
の
で

心
残
り
で
腹
立
た
し
い
感
じ
が
す
る
の
で

ひ
ど
く
や
り
き
れ
な
い
感
じ
が
す
る
の
で

名
残
惜
し
く
興
ざ
め
な
感
じ
が
す
る
の
で

物
足
り
な
く
て
つ
ら
い
感
じ
が
す
る
の
で

1

三
校
紙―32―

7

国語②2021 Ａ方式

２１０８０１Ｊ２ Page 7 2020.09.29 11.04.07

２１０８０１Ｊ２_7

問
七

隠
れ
蓑
や
隠
れ
笠
に
つ
い
て
説
明
し
た
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
（
1
）
〜
（
8
）
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

隠
れ
蓑
は
、
早
く
に
は
、
次
の
通
り
『
枕
草
子
』
に
出
て
き
ま
す
。
中
宮
定
子
の
妹
の
原
子
が
や
っ
て
来
た
の
を
、
清
少
納
言
が
の
ぞ
き
見

し
て
い
る
場
面
で
す
。

み
ぐ
し

ａ
お
も
の
の
を
り
に
な
り
て
、
御
髪
上
げア
ま
ゐ
り
て
、
蔵
人
ど
も
、
御
ま
か
な
ひ
の
髪
上
げ
て
、イ
ま
ゐ
ら
す
る
ほ
ど
は
、
へ
だ
て
た
り
つ
る

御
屛
風
も
押
し
あ
け
つ
れ
ば
、
か
い
ま
見
の
人
、
隠
れ
蓑
取
ら
れ
た
る
心
地
し
て
、ｂ
あ
か
ず
わ
び
し
け
れ
ば
、
御
簾
とｃ
几
帳
と
の
中
に
て
、

と

柱
の
外
よ
り
ぞ
見ウ
た
て
ま
つ
る
。

「
御
髪
上
げ
」
は
理
髪
役
の
女
官
、「
蔵
人
」
は
雑
役
に
従
事
し
た
下
級
女
官
で
、「
か
い
ま
見
の
人
」
が
清
少
納
言
自
身
で
す
。
こ
こ
で
は
、

隠
れ
蓑
が

表
現
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
ろ

ま
た
、
右
の
『
枕
草
子
』
と
同
じ
頃
に
は
、『
隠
れ
蓑
』
と
題
す
る
物
語
も
あ
り
ま
し
た
。
現
在
に
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
そ
の

一
部
が
、
文
永
八
年
（
一
二
七
一
）
成
立
の
『
風
葉
和
歌
集
』
に
、

左
大
将
、
か
た
ち
を
隠
し
て
所
々
見
あ
り
き
け
る
こ
ろ
、
前
斎
宮
に
大

弐
ま
さ
か
ぬ
が
近
付
き
寄
り
け
る
を
、
太
神
宮
と
思
は
せ
て
さ
ま
ざ
ま

申
し
け
る
に
、
お
そ
れ
てｄ
お
こ
た
り
エ

申
し
て
出
で
に
け
れ
ば
、
よ
み

オ
給
ひ
け
る

前
斎
宮

※
わ
が
た
め
に
あ
ま
て
る
神
の
な
か
り
せ
ば
う
く
て
ぞ
や
み
に
な
ほ
ま
ど
は
ま
し

と
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
話
で
は
、
左
大
将
が
隠
れ
蓑
を
着
て
姿
を
隠
し
、
伊
勢
の
皇
太
神
宮
す
な
わ
ち
天
照
大
神
の
お
告
げ
だ
と
思
わ

せ
て
、
大
宰
府
の
次
官
で
あ
る
「
ま
さ
か
ぬ
」
に
語
り
か
け
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、『
保
元
物
語
』
に
は
、
源
為
朝
に
「
鬼
島
」
の
住
人
が
語
っ
た
言
葉
が
出
て
き
て
、
そ
の
中
に
「
鬼
の
持
つ
な
る
隠
れ
蓑
、
隠
れ

笠
、
打
ち
出
の
小
槌
、
浮
く
履
、
沈
む
履
」
と
見
え
ま
す
。
問
題
文
と
同
じ
く
、
打
ち
出
の
小
槌
な
ど
と
共
に
、
隠
れ
蓑
や
隠
れ
笠
が
鬼
の
持
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問
五

線
部
2
「
道
の
中
に
蓑
笠
着
た
る
死
人
あ
り
。
立
ち
寄
り
て
見
れ
ば
、
鬼
な
り
」
と
あ
り
ま
す
が
、
隠
れ
蓑
と
隠
れ
笠
を
身
に
付
け
た

鬼
が
男
に
見
え
た
の
は
、
な
ぜ
で
す
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

〜

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

解
答
番
号
は

10

。

も
と
も
と
目
に
見
え
な
い
鬼
で
も
、
死
ぬ
と
見
え
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
持
ち
物
で
あ
る
隠
れ
蓑
と
隠
れ
笠
も
威
力
を
失
っ
た
か
ら
。

鬼
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
結
果
、
そ
の
呪
力
が
完
全
に
消
え
失
せ
て
、
鬼
自
身
も
隠
れ
蓑
と
隠
れ
笠
も
姿
を
現
す
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
。

鬼
が
死
ん
で
い
る
の
で
、
隠
れ
蓑
と
隠
れ
笠
の
効
力
が
な
く
な
っ
て
、
鬼
の
姿
も
そ
れ
ら
自
体
も
目
に
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
。

食
事
も
充
分
に
せ
ず
疲
れ
切
り
、
死
の
世
界
に
限
り
な
く
近
付
い
て
い
た
男
に
は
、
異
界
が
視
野
に
入
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
ら
。

こ
ん
ぱ
い

大
塔
建
立
と
い
う
尊
い
仕
事
に
従
事
し
て
疲
労
困
憊
し
た
大
変
貧
し
い
男
を
哀
れ
ん
で
、
聖
人
が
特
別
に
見
え
る
よ
う
に
し
た
か
ら
。

大
塔
の
心
柱
を
立
て
る
仕
事
に
従
事
し
た
男
に
、
隠
れ
蓑
と
隠
れ
笠
を
与
え
よ
う
と
考
え
て
、
聖
人
が
特
別
に
取
り
計
ら
っ
た
か
ら
。

問
六

次
の

〜

の
中
か
ら
問
題
文
の
内
容
と
明
ら
か
に
合
致
し
な
い
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

11

。

男
は
、
他
国
へ
向
か
う
途
中
、
大
塔
の
心
柱
を
立
て
る
仕
事
に
、
渋
々
な
が
ら
も
加
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

大
塔
の
心
柱
を
立
て
る
仕
事
に
加
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
男
は
隠
れ
蓑
や
隠
れ
笠
を
入
手
で
き
な
か
っ
た
。

男
が
隠
れ
蓑
や
隠
れ
笠
を
身
に
付
け
る
と
、
男
の
姿
だ
け
で
な
く
そ
れ
ら
も
他
者
か
ら
見
え
な
く
な
っ
た
。

男
は
、
自
ら
の
姿
が
他
者
か
ら
は
全
く
見
え
な
い
こ
と
を
利
用
し
、
盗
み
を
繰
り
返
し
て
裕
福
に
な
っ
た
。

隠
れ
蓑
や
隠
れ
笠
を
使
っ
て
盗
み
を
重
ね
た
男
は
、
い
ず
れ
そ
の
報
い
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
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入
試
概
要

総
合
型
選
抜

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

英
　
　
　
　
　
語

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

数
　
　
　
　
　
学

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

生
　
　
　
　
　
物

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

化
　
　
　
　
　
学

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

国
　
　
　
　
　
語

一
般
選
抜

一
般
選
抜
英
語
一
般
選
抜
日
本
史

一
般
選
抜
世
界
史

一
般
選
抜
生
物

一
般
選
抜
化
学

一
般
選
抜
数
学

一
般
選
抜
国
語

音
楽
実
技

（
8
）
『
保
元
物
語
』
と
同
じ
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
作
品
を
、
次
の

〜

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

解
答
番
号
は

20

。

『
増
鏡
』

『
狭
衣
物
語
』

『
将
門
記
』

『
世
継
曽
我
』

『
と
は
ず
が
た
り
』

（
国
語
②
問
題

お
わ
り
）

1
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を
ち
ょ
っ
と
読
ん
だ
人
は
そ
う
い
う
言
葉
を
覚
え
る
。
ど
う
し
て
覚
え
る
の
か
、
非
常
に
複
雑
で
す
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
そ
れ
が
ジ
ョ
ジ
ュ
ツ
を

目
的
と
し
て
、
ジ
ョ
ジ
ュ
ツ
が
正
確
だ
か
ら
覚
え
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
抒
情
詩
の
言
葉
は
、
ち
ょ
う
ど

11

が
妹
の
言
葉
を

引
い
た
よ
う
に
、
日
常
生
活
で
の
日
本
語
の
あ
る
種
の
使
い
方
を
強
調
し
、
凝
縮
し
、
晶
化
さ
せ
て
、
成
り
た
つ
の
で
す
。

今
注
1ソ

シ
ュ
ー
ルS

au
ssu

re

の
《sign

ifian
t

》（
意
味
す
る
も
の
＝
言
葉
そ
の
も
の
）
と
《sign

ifié

》（
意
味
さ
れ
る
も
の
＝
「

Ａ

」

ま
た
は
観
念
）
と
い
う
概
念
を
用
い
て
い
え
ば
、
科
学
的
なイ
散
文
は
、《sign

ifié

》
だ
け
を
問
題
に
し
て
、《sign

ifian
t

》
の
性
質
は
ど
う
で
も
よ

ろ
し
い
と
い
う
立
場
に
立
ち
ま
す
。
そ
の
音
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
、
漢
字
で
書
こ
う
と
平
仮
名
で
書
こ
う
と
、
同
じ
こ
と
で
す
。
こ
の
場
合
の
言
葉

は
記
号
と
し
て
用
い
ら
れ
ま
す
か
ら
、
記
号
そ
の
も
の
の
色
と
か
音
と
か
い
う
こ
と
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
注
2サ

ル
ト
ルS

artre

の
言
葉
を

か
り
て
、
多
少
ヒＤ
ユ
的
に
い
い
ま
す
と
、「
散
文
は
透
明
だ
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
散
文
と
い
う
も
の
は
透
明
な
も
の
で
、
そ
れ
を
通
し
て
向
こ
う

側
に
あ
る
も
の
を
見
る
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
詩
の
言
葉
は
、
同
じ
サ
ル
ト
ル
の
い
い
方
で
い
え
ば
、「
く
も
っ
て
い
る
」、
く
も
り
ガ
ラ
ス
み
た
い
な
も
の
で
、
外
の
景
色
を
見
る

だ
け
で
な
く
て
ガ
ラ
ス
自
体
の
存
在
が
そ
こ
に
は
っ
き
り
と
あ
る
わ
け
で
す
。1
詩
人
は
、
ガ
ラ
ス
を
見
る
と
同
時
に
、
外
の
景
色
を
見
る
の
で
す
。

ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
葉
で
は
、《sign

ifian
t

》
と
《sign

ifié

》
の
両
方
が
大
切
で
す
。
音
と
か
目
で
見
た
と
き
の
字
の
感
じ
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と

も
大
切
で
す
。
詩
は
言
葉
を
「

Ｂ

」
と
し
て
扱
う
。
同
時
に
意
味
が
そ
れ
に
重
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
が
詩
に
お
け
る
言
葉
の
使
い
方
の
特

徴
で
す
。
科
学
的
な
使
い
方
と
は
っ
き
り
ち
が
う
と
こ
ろ
で
す
。

9

、
こ
う
い
う
こ
と
が
生
じ
る
で
し
ょ
う
。
原
則
と
し
て
は
、
す
べ
て
の
科
学
的
なウ
命
題
は
翻
訳
が
可
能
で
あ
る
。
科
学
者
が
、
な
ぜ

数
学
的
な
記
号
で
表
現
す
る
か
と
い
う
と
、
そ
の
方
が
簡
単
で
あ
る
し
、
意
味
さ
れ
る
も
の
が
は
っ
き
り
す
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ベ
ン

Ｅ
ギ
の
問
題
で
あ
っ
て
、
原
理
的
に
い
え
ば
、
命
題
の
内
容
は
、
い
か
な
る
国
語
に
も
翻
訳
す
る
こ
と
が
可
能
な
は
ず
の
も
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

科
学
の
意
味
す
る
も
の
は
た
だ
ち
に
現
実
の
秩
序
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
詩
は
、
ご
承
知
の
よ
う
に
翻
訳
が
非
常
に
む
ず
か
し
い
。
強
い
て
翻
訳
す
れ
ば
別
の
も
の
に
な
る
。
い
い
換
え
れ
ば
、
意
味
だ
け
を

と
っ
て
別
の
詩
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。2
翻
訳
は
同
時
に
創
作
に
な
る
で
し
ょ
う
。
た
ま
た
ま
そ
う
な
る
の
で
は
な
く
て
、
原
理
的
に
、
す
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

じ
ょ

文
学
、
殊
にア
抒
情
詩
に
お
け
る
言
葉
の
用
法
は
、
科
学
に
お
け
る
言
葉
の
用
法
と
タ
イＡ
シ
ョ
ウ
的
な
も
の
で
す
。
科
学
的
な
言
語
で
は
、
言
葉
と

タ
イＢ
シ
ョ
ウ
と
の
間
に
一
対
一
の
対
応
が
必
要
で
す
。
抒
情
詩
の
場
合
に
は
、
読
者
の
感
情
的
反
応
を
つ
く
り
だ
す
た
め
に
、
必
ず
し
も
言
葉
と
タ

イ
シ
ョ
ウ
と
の
一
対
一
の
対
応
を
必
要
と
し
な
い
で
し
ょ
う
。

け
つ

た
と
え
ば

11

の
「
永
訣
の
朝
」。
こ
れ
は
死
の
う
と
し
て
い
る
妹
へ
の
別
れ
の
歌
で
す
が
、
そ
の
な
か
に
妹
の
言
葉
が
く
り
返
し
出
て

き
ま
す
。「
あ
め
ゆ
じ
ゆ
と
て
ち
て
け
ん
じ
や
」、
こ
れ
は
東
北
の
方
言
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
死
の
う
と
し
て
い
る
妹
が
兄
（

11

）
に

雨
雪
を
、
水
を
採
っ
て
き
て
く
れ
と
い
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
ど
ん
な
読
者
に
で
も
わ
か
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
、

そ
の
音
の
く
り
返
し
が
一
種
の
情
緒
的
反
応
を
わ
れ
わ
れ
の
な
か
に
生
み
だ
す
で
し
ょ
う
。

6

詩
人
は
方
言
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
の
で

あ
り
、

7

そ
れ
を
同
じ
詩
の
な
か
に
く
り
返
し
た
の
で
す
。
言
葉
の
意
味
と
そ
の
音
と
が
重
な
っ
て
一
種
の
感
動
を
つ
く
り
だ
す
と
い
う

こ
と
が
、
こ
こ
で
は
く
り
返
し
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。
科
学
的
な
言
葉
で
は
、
音
は
ど
う
で
も
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
同

じ
こ
と
を
二
度
い
う
必
要
は
な
い
。
そ
こ
が
ち
が
い
ま
す
。

ま
た
た
と
え
ば
、

12

の
「
在
り
し
日
の
歌
」
の
な
か
に
「
あ
す
と
ら
か
ん
の
あ
は
ひ
縫
ふ

古
代
の
象
の
夢
な
り
き
」
と
い
う
句
が

出
て
き
ま
す
。
し
か
し
何
をＣ
ジ
ョ
ジ
ュ
ツ
し
て
い
る
の
か
、
意
味
が
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。「
あ
す
と
ら
か
ん
」
は
ま
あ
雲
の
よ
う
な
も
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
そ
の
雲
が
大
き
な
象
に
似
て
い
る
と
い
う
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
に
か
く
こ
の
文
句
は
、
あ
る
と
き
の
空
と
雲
の
あ
り
方
の
正
確
な

ジ
ョ
ジ
ュ
ツ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

8

、
そ
の
「
あ
す
と
ら
か
ん
」
と
い
う
言
葉
、「
古
代
の
象
」
と
か
、「
夢
」
と
か
、
そ
う
い
う

「

Ａ

」
の
重
な
り
は
、
一
種
の
強
い
印
象
を
あ
た
え
ま
す
。
そ
う
い
う
「

Ａ

」
と
音
と
を
通
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
の
も
っ

て
い
る
、
意
味
と
は
離
れ
た
と
こ
ろ
の
一
種
の
味
わ
い
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
も
の
が
重
な
っ
て
感
動
を
よ
び
さ
ま
す
。

12

の
詩

国
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入
試
概
要

総
合
型
選
抜

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

英
　
　
　
　
　
語

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

数
　
　
　
　
　
学

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

生
　
　
　
　
　
物

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

化
　
　
　
　
　
学

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

国
　
　
　
　
　
語

一
般
選
抜

一
般
選
抜
英
語
一
般
選
抜
日
本
史

一
般
選
抜
世
界
史

一
般
選
抜
生
物

一
般
選
抜
化
学

一
般
選
抜
数
学

一
般
選
抜
国
語

音
楽
実
技

問
五

線
部
ア
「
抒
情
詩
」・
イ
「
散
文
」・
ウ
「
命
題
」
の
言
葉
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

〜

の
中
か
ら

一
つ
ず
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

14

〜

16

。

14

ア
「
抒
情
詩
」

戯
曲
の
形
を
と
っ
て
書
か
れ
た
詩

口
語
で
書
か
れ
た
情
感
あ
ふ
れ
る
詩

歴
史
的
事
件
や
神
話
な
ど
を
題
材
と
し
た
詩

文
語
で
書
か
れ
た
感
情
を
揺
さ
ぶ
る
詩

作
者
の
感
情
や
情
緒
を
表
現
し
た
詩

15

イ
「
散
文
」

透
明
感
の
あ
る
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
文
章

数
式
や
化
学
式
等
を
用
い
て
書
か
れ
た
文
章

韻
律
や
句
法
に
と
ら
わ
れ
ず
に
書
か
れ
た
文
章

様
々
な
事
柄
を
無
作
為
に
書
き
連
ね
た
文
章

焦
点
が
明
瞭
で
は
な
く
論
旨
が
散
漫
な
文
章

16

ウ
「
命
題
」

上
位
の
者
か
ら
下
位
の
者
に
言
い
つ
け
る
命
令

研
究
内
容
の
要
点
を
示
す
象
徴
的
な
タ
イ
ト
ル

研
究
の
成
果
や
そ
の
意
義
に
つ
い
て
の
解
説

真
偽
の
判
断
の
対
象
と
な
る
文
章
ま
た
は
定
理

翻
訳
す
る
こ
と
が
可
能
な
社
会
的
課
題

2
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問
二

6

〜

10

（
解
答
番
号
同
じ
）
に
入
る
最
も
適
当
な
言
葉
を
、
次
の

〜

の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い

（
同
じ
選
択
肢
は
一
度
し
か
使
え
ま
せ
ん
）。

そ
こ
で

だ
か
ら

し
か
も

ち
な
み
に

つ
ま
り

し
か
し

そ
も
そ
も

と
り
わ
け

問
三

11

・

12

（
解
答
番
号
同
じ
）
に
入
る
詩
人
の
名
前
を
、
次
の

〜

の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
（
同

じ
選
択
肢
は
一
度
し
か
使
え
ま
せ
ん
）。

高
村
光
太
郎

金
子
み
す

中
原
中
也

茨
木
の
り
子

宮
沢
賢
治

萩
原
朔
太
郎

問
四

Ａ

・

Ｂ

に
入
る
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

〜

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な

さ
い
。
解
答
番
号
は

13

。

Ａ

内
容

Ｂ

形
式

Ａ

イ
メ
ー
ジ

Ｂ

も
の

Ａ

形
式

Ｂ

対
象

Ａ

対
象

Ｂ

内
容

Ａ

形
式

Ｂ

も
の

Ａ

イ
メ
ー
ジ

Ｂ

内
容

2
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問
一

線
部
Ａ
〜
Ｅ
の
漢
字
と
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

〜

の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

解
答
番
号
は

1

〜

5

。

Ａ

1

タ
イ
シ
ョ
ウ

シ
ョ
ウ
シ
ン
シ
ョ
ウ
メ
イ
の
宝
物
。

良
い
イ
ン
シ
ョ
ウ
を
も
つ
。

シ
ョ
ウ
サ
ン
を
惜
し
ま
な
い
。

指
紋
を
シ
ョ
ウ
ゴ
ウ
す
る
。

英
語
の
ニ
ン
シ
ョ
ウ
代
名
詞
。

Ｂ

2

タ
イ
シ
ョ
ウ

王
朝
の
シ
ョ
ウ
チ
ョ
ウ
セ
イ
ス
イ
。

シ
ョ
ウ
ヨ
ウ
樹
林
を
探
す
。

シ
ョ
ウ
ゾ
ウ
画
を
描
く
。

ニ
ン
シ
ョ
ウ
評
価
を
行
う
。

チ
ュ
ウ
シ
ョ
ウ
的
な
話
を
す
る
。

Ｃ

3

ジ
ョ
ジ
ュ
ツ

コ
ウ
ジ
ョ
リ
ョ
ウ
ゾ
ク
に
反
す
る
。

ジ
ョ
ク
ン
の
伝
達
式
を
行
う
。

医
療
費
が
コ
ウ
ジ
ョ
さ
れ
る
。

サ
ン
ジ
ョ
会
員
に
な
る
。

ト
ツ
ジ
ョ
と
し
て
消
え
る
。

Ｄ

4

ヒ
ユ

傷
口
が
ユ
チ
ャ
ク
す
る
。

荷
物
を
ユ
ソ
ウ
す
る
。

チ
ョ
ク
ユ
法
を
使
う
。

ユ
カ
イ
な
気
分
に
な
る
。

学
校
の
キ
ョ
ウ
ユ
に
な
る
。

Ｅ

5

ベ
ン
ギ

ギ
コ
ウ
を
凝
ら
す
。

ジ
ギ
に
か
な
っ
た
企
画
を
う
つ
。

オ
ウ
ギ
ヒ
デ
ン
を
授
か
る
。

コ
ウ
ギ
集
会
を
開
催
す
る
。

タ
ニ
ン
ギ
ョ
ウ
ギ
に
ふ
る
ま
う
。

2
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べ
て
の
詩
の
翻
訳
は
、
意
味
の
訳
で
あ
る
と
同
時
に
、
原
作
の
言
葉
そ
の
も
の
の
も
っ
て
い
る
味
わ
い
の
、
別
の
言
葉
で
の
つ
く
り
替
え
、
つ
ま
り
、

創
作
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

日
本
に
は
、
長
い
間
に
わ
た
っ
て
の
外
国
の
詩
の
翻
訳
と
い
う
問
題
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
漢
詩
と
い
う
も
の
で
す
。
漢
詩
は
中
国
語
と

い
う
日
本
語
と
全
く
別
の
言
語
に
よ
る
詩
で
す
。
そ
の
読
み
下
し
、

10

直
訳
が
、
一
つ
の
詩
と
し
て
日
本
人
に
受
け
と
ら
れ
た
の
は
な
ぜ

で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
意
味
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
て
、
音
こ
そ
ち
が
う
け
れ
ど
、
目
で
見
た
効
果
は
そ
の
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
殊
に
共
通

か
か
わ

の
単
語
が
多
い
と
い
う
こ
と
と
係
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
あ
ん
な
に
長
い
間
、
日
本
人
が
漢
詩
を
読
み
、
漢
詩
を
つ
く
っ

た
は
ず
は
な
か
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
詩
に
お
け
る
言
葉
の
使
い
方
は
、
日
常
生
活
に
お
け
る
使
い
方
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
て
、
科
学
的
な
使
い
方
と
は
タ
イ
シ
ョ
ウ

す
く
な

的
で
あ
る
。
そ
う
い
う
特
徴
は
、
詩
ば
か
り
で
な
く
、
多
か
れ
少
か
れ
文
学
一
般
に
つ
い
て
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。3
だ
か
ら
文
体
は
、
作
家
に
よ
っ

て
ち
が
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

（
加
藤
周
一
著
作
集
第
一
六
巻
『
科
学
技
術
時
代
の
文
学
』
に
よ
る
）

注
1

ソ
シ
ュ
ー
ル
＝
（
一
八
五
七
〜
一
九
一
三
）
ス
イ
ス
の
言
語
学
者
。
言
語
の
本
質
に
関
す
る
科
学
的
な
研
究
を
主
導
し
、
後
の
記
号
論
や
構
造
主
義
思
想
に

も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
か
ら
、「
近
代
言
語
学
の
父
」
と
も
呼
ば
れ
る
。

注
2

サ
ル
ト
ル
＝
（
一
九
〇
五
〜
一
九
八
〇
）
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
、
小
説
家
、
劇
作
家
。
哲
学
論
文
や
評
論
に
加
え
、
小
説
や
戯
曲
な
ど
の
創
作
で
も
世
界
的

に
高
い
評
価
を
受
け
る
と
と
も
に
、
政
治
活
動
に
も
積
極
的
に
参
加
し
た
。
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入
試
概
要

総
合
型
選
抜

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

英
　
　
　
　
　
語

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

数
　
　
　
　
　
学

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

生
　
　
　
　
　
物

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

化
　
　
　
　
　
学

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

国
　
　
　
　
　
語

一
般
選
抜

一
般
選
抜
英
語
一
般
選
抜
日
本
史

一
般
選
抜
世
界
史

一
般
選
抜
生
物

一
般
選
抜
化
学

一
般
選
抜
数
学

一
般
選
抜
国
語

音
楽
実
技

問
八

線
部
3
「
だ
か
ら
文
体
は
、
作
家
に
よ
っ
て
ち
が
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
で
す
か
。
問
題
文

の
内
容
を
踏
ま
え
、
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

〜

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

19
。

作
家
は
そ
れ
ぞ
れ
に
強
い
個
性
を
も
つ
が
ゆ
え
に
、
そ
の
性
格
や
思
想
、
思
考
の
特
徴
に
大
き
な
違
い
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
違
い
が
各
自

の
文
体
に
影
響
を
与
え
る
か
ら
。

作
家
は
言
葉
を
、
そ
れ
自
体
が
音
や
形
を
も
つ
実
体
と
し
て
扱
っ
て
い
る
が
、
そ
の
実
体
と
し
て
の
言
葉
に
対
す
る
感
覚
が
作
家
に
よ
っ

て
異
な
る
か
ら
。

文
体
は
、
そ
の
作
家
が
そ
の
作
家
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
、
す
な
わ
ち
作
家
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
す
る
重
要
な
要
素

の
一
つ
で
あ
る
か
ら
。

作
家
は
、
自
ら
の
感
性
や
思
考
の
自
然
な
流
れ
に
即
し
て
文
章
を
紡
ぎ
出
し
て
ゆ
く
た
め
、
そ
の
文
体
も
そ
の
作
家
に
特
有
の
特
徴
を
も

つ
こ
と
に
な
る
か
ら
。

し
こ
う

文
体
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
「
意
味
さ
れ
る
も
の
」
の
ほ
う
を
重
視
す
る
作
家
が
、
自
身
の
価
値
観
や
嗜
好
に
よ
っ
て
自
由
に
選
択
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
。

（
国
語
①
問
題

お
わ
り
）

2
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問
六

線
部
1
「
詩
人
は
、
ガ
ラ
ス
を
見
る
と
同
時
に
、
外
の
景
色
を
見
る
の
で
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
文
は
、
言
葉
に
対
す
る
詩
人
の

ど
の
よ
う
な
態
度
を
た
と
え
て
い
ま
す
か
。
そ
の
内
容
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

〜

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ

い
。
解
答
番
号
は

17

。

詩
人
は
、
言
葉
を
ガ
ラ
ス
の
よ
う
な
も
ろ
い
も
の
と
考
え
る
と
と
も
に
、
様
々
な
物
事
を
理
解
す
る
た
め
の
重
要
な
手
段
と
捉
え
る
。

詩
人
は
、
言
葉
の
透
明
性
を
重
視
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
も
つ
様
々
な
色
や
音
、
形
に
つ
い
て
も
重
視
す
る
。

詩
人
は
、
言
葉
を
記
号
と
し
て
用
い
る
た
め
に
、
記
号
そ
の
も
の
が
も
つ
色
や
音
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
重
視
し
て
い
な
い
。

詩
人
は
、
言
葉
が
も
つ
意
味
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
話
さ
れ
た
と
き
の
音
や
書
か
れ
た
と
き
の
形
を
も
重
要
な
要
素
と
捉
え
る
。

詩
人
は
、
言
葉
が
も
つ
意
味
を
理
解
す
る
た
め
に
、
そ
れ
が
話
さ
れ
た
と
き
の
音
や
書
か
れ
た
と
き
の
形
を
巧
み
に
利
用
す
る
。

問
七

線
部
2
「
翻
訳
は
同
時
に
創
作
に
な
る
で
し
ょ
う
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
で
す
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、

次
の

〜

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

18

。

詩
の
翻
訳
に
お
い
て
は
、「
意
味
す
る
も
の
」
と
し
て
の
言
葉
の
表
現
に
は
価
値
が
置
か
れ
ず
、
原
作
の
言
葉
に
よ
っ
て
「
意
味
さ
れ
る

も
の
」
の
み
を
忠
実
に
再
現
す
る
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
る
か
ら
。

詩
の
翻
訳
に
お
い
て
は
、
原
作
の
言
葉
に
よ
っ
て
「
意
味
さ
れ
る
も
の
」
を
忠
実
に
再
現
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
「
意
味
さ
れ
る
も

の
」
を
も
超
え
る
内
容
を
表
現
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
か
ら
。

詩
の
翻
訳
に
お
い
て
は
、
原
作
の
言
葉
に
よ
っ
て
「
意
味
さ
れ
る
も
の
」
に
は
価
値
が
置
か
れ
ず
、「
意
味
す
る
も
の
」
と
し
て
の
原
作

の
言
葉
の
別
の
言
葉
に
よ
る
表
現
の
み
が
重
視
さ
れ
る
か
ら
。

詩
の
翻
訳
に
お
い
て
は
、
原
作
の
言
葉
に
よ
っ
て
「
意
味
さ
れ
る
も
の
」
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
新
た
な
「
意
味
さ
れ
る
も
の
」
を
生
み
出
し
、

そ
れ
を
別
の
言
葉
で
表
現
し
直
す
こ
と
に
な
る
か
ら
。

詩
の
翻
訳
に
お
い
て
は
、
原
作
の
言
葉
に
よ
っ
て
「
意
味
さ
れ
る
も
の
」
を
表
現
す
る
た
め
に
、「
意
味
す
る
も
の
」
と
し
て
の
原
作
の

言
葉
を
別
の
言
葉
で
表
現
し
直
す
こ
と
に
な
る
か
ら
。
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が
ゆ
ゑ
に
、
片
時
の
推
参
を
企
つ
。
下
界
の
凡
卑
は
、
戒
力
無
き
が
ゆ
ゑ
に
、
我
進
む
心
有
れ
ど
も
、
人
近
づ
く
こ
と
難
し
。
注
12上
界
の
上
哲
は
、
守こ

た

護
ひ
ま
無
け
れ
ば
、
類
霊
至
り
難
し
。
今
こ
れ
に
参
り
臨
む
こ
と
は
、
た
だ
君
の
我
が
道
に
ふ
け
り
て
懇
ろ
な
る
御
志
、
お
の
づ
か
ら
天
の
心
に
応

へ
て
、
臨
み
参
りｃ
侍
り
ぬ
。
注
13黄
壌
の
本
懐
、
た
だ
こ
の
一
事
にｄ
侍
り
」
と
て
、
た
ち
ま
ち
に
「
注
14上
原
」
の
一
曲
を
啓
進
せ
ん
と
申
す
。

へ
ん
ふ
か
う
で
う

こ
こ
に
丞
相
、
驚
き
お
ぼ
し
め
し
て
、
御
琵
琶
をウ
霊
仙
に
与
へ
給
ふ
。
仙
、
こ
れ
を
賜
は
り
て
、注
15
返
風
香
調
を
整
へ
調
ぶ
。
散
声
、
気
高
く
か
き

ぢ
ん
か
う

な

鳴
ら
し
て
、
曲
を
な
す
こ
と
、
両
三
遍
な
り
。
月
更
け
、
空
白
み
て
、エ
仙
鶴
一
挙
を
唱
へ
け
れ
ば
、注
16
沈
香
を
身
に
触
れ
、
口
に
嘗
め
て
、
鳥
の
ご
と

く
に
し
て
、
な
く
な
く
雲
に
入
りｅ
侍
り
ぬ
。
こ
れ
よ
り
か
の
曲
伝
は
り
て
、
今
は
四
曲
と
も
言
ふ
な
り
。
注
17博
雅
卿
は
、
こ
の
こ
と
を
伝
へ
聞
き
て
、

嫡
弟
注
18信
明
の
朝
臣
を
奉
り
て
、
件
の
曲
を
ば
賜
は
せ
給
ひ
ぬ
。

げ
ん
じ
や
う

そ
も
そ
も
古
事
談
と
て
、
注
19江
帥
卿
の
書
き
お
き
給
へ
る
物
語
に
は
、
注
20村
上
の
聖
主
、
清
涼
殿
に
し
て注
21

玄
上
を
あ
そ
ば
さ
れ
け
る
に
、
こ
の
霊
、

孫
廂
に
推
参
の
よ
し
を
記
し
給
へ
る
と
か
や
。
さ
し
も
のオ
才
卿
、
定
め
て
見
給
ふ
所
こ
そ
侍
ら
め
ど
も
、
村
上
の
帝
は
御ウ
箏
ば
か
り
な
り
。
御
琵
琶

の
沙
汰
は
、
有
り
と
も
承
ら
ず
。

（『
文
机
談
』
に
よ
る
）

注
1

西
宮
殿
＝
正
二
位
・
左
大
臣
の
源
高
明
（
九
一
四
〜
九
八
二
）。
父
は
醍
醐
天
皇
。
邸
宅
が
西
の
京
に
あ
り
「
西
宮
殿
」
と
呼
ば
れ
た
。
後
の
「
三
公
第
一
の

相
府
」
は
、
左
大
臣
の
こ
と
。

注
2

夜
漏
＝
夜
の
時
刻
。「
漏
」
は
時
刻
を
測
る
水
時
計
「
漏
刻
」
の
こ
と
。

注
3

階
隠
＝
寝
殿
な
ど
の
正
面
中
央
に
あ
る
階
段
を
覆
う
た
め
に
突
き
出
た
屋
根
の
部
分
。

注
4

木
魔
＝
「
木
魂
」
と
も
書
く
。
古
木
の
精
霊
。

注
5

率
土
に
あ
な
う
ら
を
結
ば
ん
た
ぐ
ひ
＝
片
隅
の
土
地
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
足
の
裏
を
付
け
て
存
在
し
て
い
る
も
の
。

注
6

警
蹕
＝
貴
人
が
通
る
時
の
先
払
い
の
声
。

注
7

廉
承
武
＝
唐
末
の
楽
人
。
揚
州
の
開
元
寺
の
翹
材
館
に
い
た
。
遣
唐
使
と
し
て
入
唐
し
た
藤
原
貞
敏
に
、
琵
琶
の
曲
を
伝
え
た
。

2

念
校
紙―33―

2

国語②2021 Ｂ方式

２１０８０２Ｊ２ Page 2 2020.10.21 18.50.22

２１０８０２Ｊ２_2

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

こ
の
注
1西

宮
殿
、Ａ
月
の
あ
か
か
り
け
る
夜
、
御ア
琵
琶
か
き
な
ら
し
て
、Ｂ
南
面
に
あ
か
さ
せ
給
ふ
御
こ
と
あ
り
け
り
。
夜
更
け
、
人
収
ま
り
て
、
注
2夜

漏

は
し
が
く
し

の
い
た
れ
る
と
こ
ろ
、イ
丑
三
つ
に
も
や
な
り
ぬ
ら
ん
、
御
前
の注
3

階
隠
の
ほ
と
り
に
、ア
物
の
か
げ
ろ
ふ
や
う
に
見
え
け
れ
ば
、
御
琵
琶
を
さ
し
置
き

て
、
御
心
を
強
く
し
て
仰
せ
ら
れ
け
る
は
、「イ
我
は
こ
れ
朝
家
に
お
い
て
三
公
第
一
の
相
府
な
り
。
人
臣
と
言
ひ
な
が
ら
、
た
や
す
か
る
べ
き
王
官

こ
だ
ま

あ
め

そ
つ
と

に
あ
ら
ず
。

Ａ

い
か
な
る
霊
鬼
な
り
と
も注
4

木
魔
な
り
と
も
、
天
の
下
に
影
を
宿
し
、注
5

率
土
に
あ
な
う
ら
を
結
ば
ん
た
ぐ
ひ
、

Ｂ

け
い
ひ
ち

み
だ
り
に
朝
臣
を
犯
さ
ん
や
。
神
明
な
ほ注
6

警
蹕
に
お
そ
る
、

Ｃ

鬼
類
を
や
。
す
み
や
か
に
罷
り
退
く
べ
し
」
と
仰
せ
ら
れ
て
、
御
剣
を
近

く
引
き
寄
せ
さ
せ
給
ひ
け
れ
ば
、
霊
、
申
し
て
言
は
く
、「
我
は
こ
れ
鬼
類
に
あ
ら
ず
、
大
唐
国
にａ
侍
り
し
琵
琶
の
師
、
注
7廉

承
武
な
り
。
君
をＡ
は
か

み
ぎ
り

り
奉
る
べ
き
志
に
は
あ
ら
ず
、
い
さ
さ
か
啓
す
べ
き
む
ね
あ
り
て
、
こ
の
砌
に
臨
め
り
。
君
、
お
そ
れ
給
ふ
御
心
無
か
れ
。
つ
ぶ
さ
に
聞
こ
え
奉
ら

ん
」
と
申
す
。

す
が
わ
ら
う
だ

こ
こ
に
左
相
府
、
承
武
が
霊
と
き
こ
し
め
す
よ
り
、
あ
は
れ
に
お
ぼ
し
め
し
て
、
御
剣
を
さ
し
置
き
て
、
み
づ
か
ら
新
し
き
菅
円
座
一
枚
を
さ
し

与
へ
給
ふ
。
霊
、
お
そ
れ
屈
し
て
、
し
ば
ら
く
砌
に
徘
徊
す
と
言
へ
ど
も
、
つ
ひ
に
座
にｂ
侍
り
て
、
し
ば
し
ば
そ
の
志
を
述
べ
て
言
は
く
、「
君
、

知
り
給
は
ず
や
。
礼
楽
は
、
こ
れ
源
、
注
8五

音
よ
り
出
で
て
、
五
行
欠
け
た
る
こ
と
無
し
。
か
る
が
ゆ
ゑ
に
、
五
徳
自
然
に
至
り
て
、
五
戒
ま
た
こ
れ

く
り
き

に
具
足
せ
り
。
五
戒
整
へ
ば
、
仏
界
ま
た
自
然
の
供
養
を
受
け
給
ふ
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
、
注
9三

宝
を
供
し
奉
る
功
力
Ｂ
は
か
り
無
く
し
て
、
身
はＣ
は
か
ら

ぼ
く

さ
う

ざ
る
に
仙
霊
の
果
を
得
た
り
。
仙
雲
に
乗
り
て
、
た
だ
今
、
空
を
過
ぎ
侍
る
に
、
御
琵
琶
の
散
音
ら
う
た
く
し
て
、
い
に
し
へ
の
穆
・
曹
の
二
善
も

げ
う

あ
し
た

こ
れ
に
は
い
か
が
と
、
耳
し
ば
ら
く
あ
き
ら
か
に
し
て
、
開
元
寺
の
秋
の
夕
べ
、
翹
材
館
の
春
の
朝
、
そ
の
よ
し
み
骨
に
入
り
、
そ
の
戯
れ
肝
に
銘

げ
ん

じ
て
、
心
茫
々
た
り
。
仙
術
、
験
を
失
ひ
て
、
既
に
こ
こ
に
推
参
を
企
つ
る
所
な
り
。
た
だ
、
注
10貞
敏
が
た
め
に
今
一
曲
を
残
し
て
、
再
会
長
く
黙
止

せ
り
。Ｃ
か
の
恨
み
、
い
ま
だ
消
え
失
せ
ざ
る
が
ゆ
ゑ
に
、
こ
の
曲
を
君
に
奉
り
、
す
み
や
か
に
妄
念
を
払
ひ
、
執
心
を
休
め
侍
る
べ
し
と
な
り
。
石

じ
ん
か
ん

せ
ん
こ

か
せ
ぎ

火
光
り
消
え
て
、
生
を
他
界
に
つ
な
ぐ
と
言
へ
ど
も
、
灯
の
も
と
に
宴
を
開
き
し
報
い
、注
11
人
間
は
家
の
犬
、
仙
壺
は
山
の
鹿
に
て
、
魂
浮
か
れ
侍
る
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入
試
概
要

総
合
型
選
抜

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

英
　
　
　
　
　
語

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

数
　
　
　
　
　
学

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

生
　
　
　
　
　
物

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

化
　
　
　
　
　
学

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

国
　
　
　
　
　
語

一
般
選
抜

一
般
選
抜
英
語
一
般
選
抜
日
本
史

一
般
選
抜
世
界
史

一
般
選
抜
生
物

一
般
選
抜
化
学

一
般
選
抜
数
学

一
般
選
抜
国
語

音
楽
実
技

問
七

線
部
Ａ
「
月
の
あ
か
か
り
け
る
夜
」・
Ｂ
「
南
面
に
あ
か
さ
せ
給
ふ
」
の
現
代
語
訳
と
し
て
最
も
適
当
な
組
み
合
わ
せ
を
、
次
の

〜

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

13

。

Ａ

月
が
明
る
か
っ
た
夜

Ｂ

南
面
を
広
く
開
け
さ
せ
な
さ
る

Ａ

月
が
明
る
か
っ
た
夜

Ｂ

南
面
で
飽
き
る
ほ
ど
過
ご
さ
れ
る

Ａ

月
が
明
る
か
っ
た
夜

Ｂ

南
面
で
夜
明
け
ま
で
過
ご
さ
れ
る

Ａ

月
が
赤
か
っ
た
夜

Ｂ

南
面
を
広
く
開
け
さ
せ
な
さ
る

Ａ

月
が
赤
か
っ
た
夜

Ｂ

南
面
で
飽
き
る
ほ
ど
過
ご
さ
れ
る

Ａ

月
が
赤
か
っ
た
夜

Ｂ

南
面
で
夜
明
け
ま
で
過
ご
さ
れ
る

問
八

線
部
Ｃ
「
か
の
恨
み
、
い
ま
だ
消
え
失
せ
ざ
る
が
ゆ
ゑ
に
」
の
現
代
語
訳
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

〜

の
中
か
ら
一

つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

14

。

あ
の
人
へ
の
恨
み
の
気
持
ち
が
、
ま
だ
無
く
な
っ
て
い
な
い
の
で

あ
の
人
が
恨
ん
だ
ま
ま
、
ま
だ
姿
を
消
し
て
い
な
い
の
で

あ
の
人
の
無
念
が
、
ま
だ
消
え
な
い
の
か
と
思
う
の
で

あ
の
こ
と
を
残
念
に
思
う
気
持
ち
が
、
ま
だ
無
く
な
っ
て
い
な
い
の
で

あ
の
こ
と
へ
の
恨
め
し
い
と
い
う
思
い
が
、
ま
だ
残
っ
て
い
る
の
で

あ
の
こ
と
へ
の
無
念
さ
が
ま
だ
あ
る
の
か
、
い
や
も
う
消
え
た
は
ず
な
の
で
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問
四

線
部
ａ
〜
ｅ
の
「
侍
り
」
に
つ
い
て
述
べ
た
文
と
し
て
誤
っ
て
い
る
も
の
を
、
次
の

〜

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ

い
。
解
答
番
号
は

4

。

補
助
動
詞
が
二
つ
あ
る
。

源
高
明
以
外
へ
の
敬
意
を
表
す
も
の
が
一
つ
だ
け
あ
る
。

連
用
形
が
四
つ
あ
る
。

す
べ
て
丁
寧
語
で
あ
る
。

作
者
の
敬
意
を
表
す
も
の
が
二
つ
あ
る
。

問
五

線
部
ア
「
物
」・
イ
「
我
」・
ウ
「
霊
仙
」・
エ
「
仙
鶴
」・
オ
「
才
卿
」
の
語
が
指
す
も
の
が
、
源
高
明
の
場
合
は

、
廉
承
武
の
場

合
は

、
源
博
雅
の
場
合
は

、
こ
の
三
人
以
外
の
場
合
は

を
、
そ
れ
ぞ
れ
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

解
答
番
号
は
ア
は

5

、
イ
は

6

、
ウ
は

7

、
エ
は

8

、
オ
は

9

。

問
六

線
部
Ａ
〜
Ｃ
の
「
は
か
る
」
の
意
味
を
表
す
の
に
最
も
適
当
な
漢
字
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

〜

の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
マ
ー

ク
し
な
さ
い
（
同
じ
選
択
肢
は
一
度
し
か
使
え
ま
せ
ん
）。
解
答
番
号
は
Ａ
は

10

、
Ｂ
は

11

、
Ｃ
は

12

。

計

量

謀

図

諮
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問
一

線
部
ア
「
琵
琶
」
と
現
代
の
「
お
琴
」
で
あ
る

線
部
ウ
「
箏
」
は
、
と
も
に
絹
糸
を
張
っ
た
絃
楽
器
で
す
。
絃
の
数
の
組
み
合
わ

せ
と
し
て
正
し
い
も
の
を
、
次
の

〜

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

1

。

琵
琶
は
四
絃
で
、
箏
は
三
絃
で
あ
る
。

琵
琶
は
四
絃
で
、
箏
は
七
絃
で
あ
る
。

琵
琶
は
四
絃
で
、
箏
は
十
三
絃
で
あ
る
。

琵
琶
は
七
絃
で
、
箏
は
三
絃
で
あ
る
。

琵
琶
は
七
絃
で
、
箏
も
七
絃
で
あ
る
。

琵
琶
は
七
絃
で
、
箏
は
十
三
絃
で
あ
る
。

問
二

線
部
イ
「
丑
三
つ
」
は
何
時
ご
ろ
を
指
し
ま
す
か
。
次
の

〜

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

2

。

午
後
十
一
時

午
前
〇
時

午
前
一
時

午
前
二
時

午
前
三
時

午
前
四
時

問
三

Ａ

〜

Ｃ

に
入
る
語
句
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
正
し
い
も
の
を
、
次
の

〜

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

解
答
番
号
は

3

。

Ａ

い
か
で
か

Ｂ

い
は
ん
や

Ｃ

た
と
ひ

Ａ

い
か
で
か

Ｂ

た
と
ひ

Ｃ

い
は
ん
や

Ａ

い
は
ん
や

Ｂ

い
か
で
か

Ｃ

た
と
ひ

Ａ

い
は
ん
や

Ｂ

た
と
ひ

Ｃ

い
か
で
か

Ａ

た
と
ひ

Ｂ

い
か
で
か

Ｃ

い
は
ん
や

Ａ

た
と
ひ

Ｂ

い
は
ん
や

Ｃ

い
か
で
か
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き
ゆ
う

し
よ
う

か
く

ち

う

注
8

五
音
＝
宮
・
商
・
角
・
徴
・
羽
の
五
音
階
。「
五
声
」
と
も
言
う
。
以
下
、「
五
行
」
は
木
・
火
・
土
・
金
・
水
の
五
元
素
。「
五
徳
」
は
仁
・
義
・
礼
・
智
・

信
の
徳
目
で
、「
五
常
」
と
も
言
う
。「
五
戒
」
は
仏
教
の
不
殺
生
・
不
偸
盗
・
不
邪
淫
・
不
妄
語
・
不
飲
酒
の
五
つ
の
戒
め
。

注
9

三
宝
＝
仏
・
法
・
僧
。

注
10

貞
敏
＝
藤
原
貞
敏
（
八
〇
七
〜
八
六
七
）。
承
和
五
年
（
八
三
八
）
遣
唐
使
（
准
判
官
）
と
し
て
唐
に
至
り
、
廉
承
武
の
娘
と
結
婚
し
て
二
人
に
琵
琶
を
習
っ

た
の
ち
、
楽
譜
・
琵
琶
を
贈
ら
れ
、
翌
年
帰
国
し
た
。

注
11

人
間
は
家
の
犬
、
仙
壺
は
山
の
鹿
＝
「
家
の
犬
」
は
去
り
に
く
く
、「
山
の
鹿
」
は
去
り
や
す
い
も
の
の
た
と
え
で
、
自
分
が
仙
界
に
入
っ
た
今
も
人
間
界
が

忘
れ
難
い
、
と
い
う
意
。

注
12

上
界
の
上
哲
＝
上
流
の
す
ぐ
れ
た
方
。

注
13

黄
壌
の
本
懐
＝
「
黄
壌
」
は
黄
泉
の
国
で
、
今
は
死
後
の
世
界
に
い
る
自
分
の
本
来
の
望
み
を
指
す
。

や
う
し
ん
さ
う

り
う
せ
ん

た
く
ぼ
く

注
14

上
原
＝
「
上
原
石
上
」
の
こ
と
。「
楊
真
操
」「
石
上
流
泉
」「
啄
木
」
の
三
曲
と
共
に
琵
琶
の
秘
曲
と
さ
れ
る
。

注
15

返
風
香
調
＝
琵
琶
の
調
子
の
名
称
の
一
つ
。

た
き
も
の

こ
う

注
16

沈
香
＝
香
木
の
一
種
で
、
そ
の
ま
ま
薫
物
と
も
さ
れ
る
が
、
こ
こ
は
蜜
で
練
っ
た
香
か
。

注
17

博
雅
卿
＝
従
三
位
・
非
参
議
、
皇
后
宮
権
大
夫
の
源
博
雅
（
九
一
八
〜
九
八
〇
）。
琵
琶
・
笛
な
ど
の
名
手
。

注
18

信
明
＝
従
五
位
上
・
大
蔵
大
輔
の
源
信
明
（
生
没
年
未
詳
）。
博
雅
の
実
子
又
は
猶
子
。
琵
琶
の
名
手
。

注
19

江
帥
卿
＝
権
中
納
言
・
大
宰
権
帥
の
大
江
匡
房
（
一
〇
四
一
〜
一
一
一
一
）。『
古
事
談
』
の
編
者
で
は
な
い
。

注
20

村
上
の
聖
主
＝
第
六
十
二
代
天
皇
（
九
二
六
〜
九
六
七
）。

ぎ
ょ
ぶ
つ

注
21

玄
上
＝
「
玄
象
」
と
も
書
く
。
唐
か
ら
伝
え
ら
れ
た
琵
琶
の
名
器
。
御
物
。
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入
試
概
要

総
合
型
選
抜

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

英
　
　
　
　
　
語

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

数
　
　
　
　
　
学

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

生
　
　
　
　
　
物

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

化
　
　
　
　
　
学

公
募
型
学
校
推
薦
選
抜

国
　
　
　
　
　
語

一
般
選
抜

一
般
選
抜
英
語
一
般
選
抜
日
本
史

一
般
選
抜
世
界
史

一
般
選
抜
生
物

一
般
選
抜
化
学

一
般
選
抜
数
学

一
般
選
抜
国
語

音
楽
実
技

ぼ
く

さ
う

問
十

線
部
「
い
に
し
へ
の
穆
・
曹
の
二
善
も
こ
れ
に
は
い
か
が
」
に
関
す
る
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
（
1
）
〜
（
4
）
の
問
い
に
答
え

な
さ
い
。

源
高
明
の
琵
琶
の
演
奏
の
見
事
さ
を
述
べ
た
言
葉
だ
が
、「
穆
・
曹
」
の
二
人
を
琵
琶
の
名
人
の
代
表
と
す
る
の
は
、
次
の
『
白
氏
文
集
』

巻
十
二
「
琵
琶
行
」
の
序
文
に
基
づ
い
て
い
る
（
部
分
的
に
送
り
仮
名
を
省
略
し
て
い
ま
す
）。

セ
ラ
ル

ノ

ニ

ノ

リ

ヲ

ニ

ク
ニ

ノ

ヲ

元
和
十
年
、
予
、
左
二

－

遷

九
江
郡
司
馬
一

。
明
年
秋
、
送
二

客
湓
浦
口
一

、
聞
下

船
中
夜
弾
二

琵
琶
一

者
上

。
聴
二

其
音
一

、
錚

ト
シ
テ

リ

ノ

ヘ
バ

ノ

ヲ

ハ

ノ

テ

ブ

ヲ

ニ

ケ

ヘ

錚
然

、
有
二

京
都
声
一

。
問
二

其
人
一

、「
本

17

倡
女
。
嘗
、
学
二

琵
琶
於
穆
・
曹
二
善
才
一

。
年
長
、
色
衰
、

ネ
テ

ヲ

ル
ト

ノ

ト

ニ

ジ
テ

ヲ

ム

ク

カ

ヲ

お
は
リ
テ

び
ん
も
く
タ
リ

ラ

ブ

ノ

ノ

ハ

委
レ

身
、
為
二

賈
人
婦
一

」。
遂
、
命
レ

酒
、
使
三

快
弾
二

数
曲
一

。
曲
罷

、
憫
黙

。
自
叙
三

少
小
時
歓
楽
事
、
今

シ
テ

て
ん

し
ス
ル
コ
ト
ヲ

ノ

ニ

デ
テ

タ
ル
コ
ト

て
ん
ぜ
ん
ト
シ
テ

ラ

ン
ズ

ジ

ノ

ノ

ニ

ノ

メ
テ

漂
淪
憔
悴

、
転
二

－

徙

於
江
湖
間
一

。
予
、
出

官

二
年
。
恬
然

、
自
安

。
感
二

斯
人
言
一

、
是
夕
、
始

ユ

ル
ヲ

ノ

ツ
テ

リ

ノ

ヲ

テ

ル

ニ

テ

な
づ
ケ
テ

フ

ト

覚
レ

有
二

遷
謫
意
一

。
因

、
為
二

長
句
歌
一

、
以
贈
レ

之
。
凡
六
百
一
十
二
言
。
命

曰
二

琵
琶
行
一

。

ぼ
ん
こ
う

作
者
白
居
易
が
、
司
馬
と
い
う
閑
職
に
左
遷
さ
れ
た
翌
年
秋
、
湓
江
の
波
止
場
で
客
を
見
送
っ
た
際
に
、
あ
る
女
性
の
弾
く
琵
琶
の
音
色
と

身
の
上
話
に
心
を
動
か
さ
れ
て
、
長
句
の
歌
を
作
っ
て
贈
っ
た
の
が
「
琵
琶
行
」
で
あ
る
。
彼
女
は
、
も
と
は

17

の
妓
女
で
あ
っ
た
。

そ
の
身
の
上
話
を
聞
き
、
白
居
易
は
初
め
て

18

を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
任
地
で
は
他
に
も
多
く
の
漢
詩
文
が
作
ら
れ
、

『

19

』
な
ど
の
日
本
の
古
典
文
学
作
品
に
影
響
を
与
え
た
。

（
1
）

17

（
解
答
番
号
同
じ
）
に
入
る
も
の
を
、
次
の

〜

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

長
安

洛
陽

蘇
州

揚
州

江
州

（
2
）

18

（
解
答
番
号
同
じ
）
に
入
る
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

〜

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

れ
ん
び
ん

望
郷
の
念

精
神
の
安
穏

妙
技
の
必
然

憐
憫
の
情

左
遷
の
悲
哀

（
3
）

19

（
解
答
番
号
同
じ
）
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
を
、
次
の

〜

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

枕
草
子

方
丈
記

万
葉
集

源
氏
物
語

新
古
今
和
歌
集
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問
九

次
の
Ａ
群
の

〜

の
中
か
ら
問
題
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
を
一
つ
選
び
、
Ｂ
群
の

〜

の
中
か
ら
は
問
題
文
の
説
明
と
し
て
ふ

さ
わ
し
く
な
い
も
の
を
一
つ
選
ん
で
、
そ
れ
ぞ
れ
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

15

・

16

。

15

Ａ
群

廉
承
武
の
霊
は
源
高
明
の
こ
と
を
恐
ろ
し
く
思
っ
て
、
し
ば
ら
く
座
る
の
を
た
め
ら
っ
て
い
た
。

源
高
明
は
左
大
臣
と
い
う
高
官
で
あ
り
、
相
手
が
霊
と
い
う
こ
と
で
あ
な
ど
る
気
持
ち
を
持
ち
続
け
て
い
る
。

廉
承
武
の
霊
は
恐
ろ
し
い
姿
を
見
せ
て
、
源
高
明
を
動
揺
さ
せ
た
。

源
高
明
は
廉
承
武
の
霊
の
話
に
驚
き
、
琵
琶
の
演
奏
を
や
め
た
。

廉
承
武
の
霊
は
以
前
か
ら
源
高
明
の
こ
と
を
知
っ
て
い
て
現
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

16

Ｂ
群

神
仙
思
想
と
仏
教
思
想
の
融
合
が
見
ら
れ
る
。

秘
曲
を
伝
え
た
い
と
い
う
名
人
の
執
念
が
う
か
が
え
る
。

作
者
は
、
こ
の
話
の
本
当
の
舞
台
は
宮
中
だ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

対
句
表
現
が
複
数
用
い
ら
れ
て
い
る
。

主
に
二
人
の
人
物
の
対
話
に
よ
っ
て
で
き
ご
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
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（
4
）

線
部
「
聞
下

船
中
夜
弾
二

琵
琶
一

者
上

」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

〜

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し

な
さ
い
。
解
答
番
号
は

20

。

夜
に
船
の
中
に
い
て
、
琵
琶
の
音
色
に
耳
を
澄
ま
し
た
。

夜
に
船
の
中
に
い
る
と
、
琵
琶
の
音
色
が
聞
こ
え
て
き
た
。

夜
に
ど
こ
か
の
船
の
中
で
琵
琶
を
演
奏
す
る
音
が
、
聞
こ
え
て
き
た
。

夜
に
ど
こ
か
の
船
の
中
で
演
奏
さ
れ
る
琵
琶
の
音
色
に
、
耳
を
澄
ま
し
た
。

船
の
中
の
夜
と
い
う
琵
琶
の
曲
が
、
聞
こ
え
て
き
た
。

（
国
語
②
問
題

お
わ
り
）
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