
令
和
七
年
度
大
阪
府
公
立
学
校
教
員
採
用
選
考
テ
ス
ト

高
等
学
校　

国
語

解
答
に
つ
い
て
の
注
意
点

１　
解
答
用
紙
は
、
マ
ー
ク
式
解
答
用
紙
と
記
述
式
解
答
用
紙
の
２
種
類
が
あ
り
ま
す
。

２　

�

大
問
１
～
大
問
３
に
つ
い
て
は
、
マ
ー
ク
式
解
答
用
紙
に
、
大
問
４
、
５
に
つ
い
て
は
、
記
述
式
解
答

用
紙
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

３　

�

解
答
用
紙
が
配
付
さ
れ
た
ら
、
ま
ず
マ
ー
ク
式
解
答
用
紙
に
受
験
番
号
等
を
記
入
し
、
受
験
番
号
に
対
応
す
る

数
字
を
、
鉛
筆
で
黒
く
ぬ
り
つ
ぶ
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
記
述
式
解
答
用
紙
は
、
全
て
の
用
紙
の
上
部
に
受
験
番
号
の
み
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

４　

�

大
問
１
～
大
問
３
の
解
答
は
、
選
択
肢
の
う
ち
か
ら
、
問
題
で
指
示
さ
れ
た
解
答
番
号
の
欄
に
あ
る
数
字

の
う
ち
一
つ
を
黒
く
ぬ
り
つ
ぶ
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　

�

例
え
ば
、「
解
答
番
号
は

１

」
と
表
示
の
あ
る
問
題
に
対
し
て
、「
３
」
と
解
答
す
る
場
合
は
、�

解
答
番
号
１
の
欄
に
並
ん
で
い
る
　
①
　
②
　
③
　
④
　
⑤
　
の
中
の
　
③
　
を
黒
く
ぬ
り
つ
ぶ
し
て
く
だ
さ
い
。

５　

�

間
違
っ
て
ぬ
り
つ
ぶ
し
た
と
き
は
、
消
し
ゴ
ム
で
き
れ
い
に
消
し
て
く
だ
さ
い
。
二
つ
以
上
ぬ
り
つ
ぶ
さ
れ
て

い
る
場
合
は
、
そ
の
解
答
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

６　
そ
の
他
、
係
員
が
注
意
し
た
こ
と
を
よ
く
守
っ
て
く
だ
さ
い
。

指
示
が
あ
る
ま
で
中
を
あ
け
て
は
い
け
ま
せ
ん
。



��　
�　

次
の
（1）
～
（4）
の
問
い
に
答
え
よ
。

　
（1）�　
次
の
う
ち
、「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
」（
平
成
30
年
３
月
告
示
）
の
「
第
２
章　
各
学
科
に
共
通
す
る
各
教

科　

第
１
節　

国
語　

第
２
款　

各
科
目
」「
第
３　

論
理
国
語
」
の
「
１　

目
標
」
に
示
さ
れ
て
い
る
内
容
と

し
て
正
し
い
も
の
は
ど
れ
か
。
１
～
５
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

１

　
　
　
１�　
論
理
的
に
考
え
る
力
や
深
く
共
感
し
た
り
豊
か
に
想
像
し
た
り
す
る
力
を
伸
ば
し
、
他
者
と
の
関
わ
り
の

中
で
伝
え
合
う
力
を
高
め
、
自
分
の
思
い
や
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

　
　
　
２�　
論
理
的
に
考
え
る
力
や
深
く
共
感
し
た
り
豊
か
に
想
像
し
た
り
す
る
力
を
伸
ば
し
、
実
社
会
に
お
け
る
他

者
と
の
多
様
な
関
わ
り
の
中
で
伝
え
合
う
力
を
高
め
、
自
分
の
思
い
や
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

　
　
　
３�　
深
く
共
感
し
た
り
豊
か
に
想
像
し
た
り
す
る
力
を
伸
ば
す
と
と
も
に
、
創
造
的
に
考
え
る
力
を
養
い
、
他

者
と
の
関
わ
り
の
中
で
伝
え
合
う
力
を
高
め
、
自
分
の
思
い
や
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
す
る
。

　
　
　
４�　
論
理
的
、
批
判
的
に
考
え
る
力
を
伸
ば
す
と
と
も
に
、
創
造
的
に
考
え
る
力
を
養
い
、
他
者
と
の
関
わ
り

の
中
で
伝
え
合
う
力
を
高
め
、
自
分
の
思
い
や
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す

る
。

　
　
　
５�　
論
理
的
に
考
え
る
力
や
深
く
共
感
し
た
り
豊
か
に
想
像
し
た
り
す
る
力
を
伸
ば
し
、
古
典
な
ど
を
通
し
た

先
人
の
も
の
の
見
方
、
感
じ
方
、
考
え
方
と
の
関
わ
り
の
中
で
伝
え
合
う
力
を
高
め
、
自
分
の
思
い
や
考
え

を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

１

─�1�─



　
（2）�　
次
の
う
ち
、「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
」（
平
成
30
年
３
月
告
示
）
の
「
第
２
章　
各
学
科
に
共
通
す
る
各
教

科　

第
１
節　

国
語　

第
２
款　

各
科
目
」「
第
６　

古
典
探
究
」
の
「
３　

内
容
の
取
扱
い
」
の
一
部
と
し
て

正
し
い
も
の
を
〇
、
誤
っ
て
い
る
も
の
を
×
と
し
た
場
合
、
正
し
い
組
合
せ
は
ど
れ
か
。
１
～
５
か
ら
一
つ
選
べ
。

　
　
解
答
番
号
は

２

　
　
　
　
①　
必
要
に
応
じ
て
、
古
典
の
変
遷
を
扱
う
こ
と
。

　
　
　
　
②　
古
典
を
読
み
深
め
る
た
め
、
音
読
、
朗
読
、
暗
唱
な
ど
を
取
り
入
れ
る
こ
と
。

　
　
　
　
③�　
内
容
の
〔
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
〕
の
「
Ｂ
読
む
こ
と
」
の
教
材
は
、
古
典
及
び
近
代
以
降
の

文
章
と
し
、
日
本
漢
文
、
近
代
以
降
の
文
語
文
や
漢
詩
文
な
ど
を
含
め
る
と
と
も
に
、
我
が
国
の
言
語
文

化
へ
の
理
解
を
深
め
る
学
習
に
資
す
る
よ
う
、
我
が
国
の
伝
統
と
文
化
や
古
典
に
関
連
す
る
近
代
以
降
の

文
章
を
取
り
上
げ
る
こ
と
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
、
伝
承
や
伝
統
芸
能
な
ど
に
関
す
る
音
声
や
画
像
の

資
料
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

　
　
　
　
④�　
内
容
の
〔
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
〕
の
「
Ａ
読
む
こ
と
」
の
教
材
は
、
古
典
と
し
て
の
古
文
及

び
漢
文
と
し
、
日
本
漢
文
を
含
め
る
と
と
も
に
、
論
理
的
に
考
え
る
力
を
伸
ば
す
よ
う
、
古
典
に
お
け
る

論
理
的
な
文
章
を
取
り
上
げ
る
こ
と
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
、
近
代
以
降
の
文
語
文
や
漢
詩
文
、
古
典

に
つ
い
て
の
評
論
文
な
ど
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

　
　
　
　
⑤�　
「
Ａ
書
く
こ
と
」
に
関
す
る
指
導
に
つ
い
て
は
、
50
～
60
単
位
時
間
程
度
を
配
当
す
る
も
の
と
し
、
計

画
的
に
指
導
す
る
こ
と
。

　
　
　
１　
①　
〇　
　
②　
〇　
　
③　
×　
　
④　
〇　
　
⑤　
×

　
　
　
２　
①　
〇　
　
②　
〇　
　
③　
〇　
　
④　
×　
　
⑤　
×

　
　
　
３　
①　
〇　
　
②　
×　
　
③　
〇　
　
④　
×　
　
⑤　
〇

　
　
　
４　
①　
×　
　
②　
×　
　
③　
×　
　
④　
〇　
　
⑤　
〇

　
　
　
５　
①　
×　
　
②　
〇　
　
③　
×　
　
④　
〇　
　
⑤　
×

─�2�─



　
（3）�　
次
の
手
紙
文
の
空
欄
①
～
⑤
に
入
る
事
柄
の
適
切
な
組
合
せ
は
ど
れ
か
。
１
～
５
か
ら
一
つ
選
べ
。

　
　
解
答
番
号
は

３

　

①

　

�　
立
秋
と
は
名
ば
か
り
の
毎
日
で
す
が
、
み
な
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ

う
か
。
こ
ち
ら
は
家
族
一
同
元
気
に
暮
ら
し
て
お
り
ま
す
。

　

�　
さ
て
、
先
日
は
新
鮮
な
お
野
菜
を
お
送
り
く
だ
さ
い
ま
し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
家
族

一
同
季
節
の
味
を
楽
し
み
、素
敵
な
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
ま
し
た
。
毎
年
の
こ
と
な
が
ら
、お
じ
さ
ま
、

お
ば
さ
ま
の
心
遣
い
を
あ
り
が
た
く
感
じ
ま
す
。
こ
の
秋
に
は
お
二
人
で
こ
ち
ら
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
と

の
こ
と
、
お
会
い
で
き
る
の
を
今
か
ら
心
待
ち
に
し
て
お
り
ま
す
。

　
　
こ
の
暑
さ
は
も
う
し
ば
ら
く
続
き
そ
う
で
す
ね
。
ど
う
ぞ
、
お
体
を
大
切
に
な
さ
っ
て
く
だ
さ
い
。

②

　
　
　

③

④

　

⑤

　
　
　
１　
①　
あ
て
名　
　
②　
結
語　
　
③　
日
付　
　
　
　
　
④　
署
名　
　
⑤　
結
び
の
挨
拶

　
　
　
２　
①　
頭
語　
　
　
②　
結
語　
　
③　
結
び
の
挨
拶　
　
④　
署
名　
　
⑤　
日
付

　
　
　
３　
①　
あ
て
名　
　
②　
署
名　
　
③　
結
び
の
挨
拶　
　
④　
結
語　
　
⑤　
日
付

　
　
　
４　
①　
頭
語　
　
　
②　
結
語　
　
③　
日
付　
　
　
　
　
④　
署
名　
　
⑤　
あ
て
名

　
　
　
５　
①　
頭
語　
　
　
②　
署
名　
　
③　
結
び
の
挨
拶　
　
④　
結
語　
　
⑤　
あ
て
名

　

（4）�　

次
の
文
章
は
、
あ
る
作
家
の
紹
介
文
で
あ
る
。
空
欄
Ａ
、
Ｂ
に
入
る
こ
と
ば
の
正
し
い
組
合
せ
は
ど
れ
か
。�

１
～
５
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

４

　
　

�　
日
本
画
家
を
志
し
、
の
ち
に
文
学
に
転
じ
た

A

は
、
昭
和
５
年
に
発
表
し
た
自
身
初
の
創
作
集
が
『
新

興
芸
術
派
叢
書
』
の
一
冊
と
し
て
上
梓
さ
れ
た
こ
と
を
機
に
、「
新
興
芸
術
派
」
の
一
員
に
連
な
っ
た
。
前
述
の

創
作
集
に
収
め
ら
れ
た
『

B

』
は
、
自
身
の
若
き
日
の
心
情
を
託
し
た
、
辛
辣
で
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
作
品

で
あ
る
。

　
　
　
１　
Ａ　
井
伏
鱒
二　
　
　
　
Ｂ　
山
椒
魚

　
　
　
２　
Ａ　
武
者
小
路
実
篤　
　
Ｂ　
お
目
出
た
き
人

　
　
　
３　
Ａ　
芥
川
龍
之
介　
　
　
Ｂ　
鼻

　
　
　
４　
Ａ　
小
林
多
喜
二　
　
　
Ｂ　
蟹
工
船

　
　
　
５　
Ａ　
有
島
武
郎　
　
　
　
Ｂ　
或
る
女

─�3�─



��　
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
（1）
～
（5）
の
問
い
に
答
え
よ
。

　
庭
や
風
景
を
対
象
と
し
て
、
そ
れ
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
立
場
に
あ
る
と
、
実
は
こ
の
両
者
の
重
な
り
や
つ
な
が
り
の
中

に
あ
る
意
味
が
、
曖
昧
で
あ
る
と
同
時
に
と
て
つ
も
な
く
深
淵
な
も
の
に
思
え
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
曖

昧
さ
と
奥
深
さ
は
、両
者
に
「
間
=
あ
い
だ
」
を
仮
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、よ
り
い
っ
そ
う
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
だ
。

も
と
よ
り
「
間ま

」
は
、
そ
れ
自
体
で
な
ん
ら
か
の
意
味
を
発
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両

側
に
対
置
さ
れ
る
概
念
の
関
係
を
考
え
る
た
め
の
様
々
な
視
点
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
。
こ
の
「
あ
い
だ
」
に
横
た
わ

る
意
味
を
、
庭
と
風
景
を

A

に
捉
え
る
こ
と
か
ら
も
う
少
し
考
え
て
み
よ
う
。

　
庭
と
風
景
の
あ
い
だ
に
あ
る
も
の
と
し
て
最
も
わ
か
り
や
す
い
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
示
唆
す
る
物
理
的
な
空
間
領
域

の
ス
ケ
ー
ル
に
あ
ら
わ
れ
る
違
い
で
あ
る
。
庭
が
人
の
身
体
的
な
ス
ケ
ー
ル
に
お
い
て
認
識
さ
れ
、
享
受
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
風
景
は
人
の
身
体
を
尺
度
と
し
た
相
対
的
な
ス
ケ
ー
ル
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
の
で
き
る
概
念

で
は
な
い
。
人
の
視
点
か
ら
の
距
離
に
よ
っ
て
視
覚
的
な
眺
望
の
構
成
と
要
素
を
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
す
る
た
め
に
、
近
景
、

中
景
、
遠
景
と
い
う
語
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
客
観
的
な
尺
度
に
基
づ
く
分
析
と
記
述
の
対
象
と
し

て
捉
え
た
風
景
の
一
側
面
を
意
味
す
る
「
景
観
」
の
属
性
で
あ
る
か
ら
、
庭
と
対
置
さ
れ
る
も
の
と
は
言
い
難
い
。

　
空
間
ス
ケ
ー
ル
に
あ
ら
わ
れ
る
違
い
は
、
そ
の
ま
ま
、
物
理
的
な
空
間
の
中
に
比
較
的
明
確
な
領
域
が
場
所
と
し
て

形
成
さ
れ
る
庭
と
、
土
地
の
上
に
発
現
し
経
時
的
に
変
化
す
る
無
常
の
現
象
と
し
て
の
風
景
の
違
い
に
つ
な
が
る
。
ち

な
み
に
、
漢
字
の
「
庭
」
の
音
読
み
の
一
つ
は
「
ば
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
同
じ
音
の
「
場
」
と
同
源
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
て
、
古
来
、
庭
と
場
は
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
機
能
と
性
格
を
有
す
る
空
間
領
域
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対

し
て
風
景
の
「
風
」
は
、無
常
に
変
化
す
る
大
気
の
動
き
を
指
す
の
で
あ
る
か
ら
、①
両
者
の
違
い
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
風
景
の
同
義
語
と
言
っ
て
よ
い
「
風
光
」
に
い
た
っ
て
、
千
変
万
化
の
様
態
は
さ
ら
に
顕
著
な
も
の
と
な
る
。

②

　
続
い
て
比
較
的
わ
か
り
や
す
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
、
③
庭
と
風
景
の
あ
い
だ
に
あ
る
私
と
公
の
領
域
と
そ
の
段
階

的
な
レ
イ
ヤ
ー
の
積
層
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
私
と
公
の
単
純
な
二
分
法
は
成
立
せ
ず
、
数
段
階
の
ト
ー
ン
を
構
成
す
る

で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
「
私
」
に
近
い
ト
ー
ン
の
片
側
に
は
庭
が
、
も
う
一
方
の
「
公
」
の
側
に
は
風
景
が
位
置
す
る

で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
し
、
こ
の
こ
と
は
、
日
本
で
は
感
覚
的
に
す
ん
な
り
と
受
け
入
れ
ら
れ
る
。
し

か
し
、
欧
米
の
近
代
都
市
に
は
"Public�G

arden

"
と
称
さ
れ
る
場
所
も
あ
る
か
ら
、
な
か
な
か
ひ
と
筋
縄
で
は
い

か
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
た
だ
、
こ
の
場
合
のG

arden

は
日
本
語
の
庭
と
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
り
、
ど
ち
ら
か

と
言
え
ばPark

に
近
い
。
一
方
、
現
代
の
社
会
に
お
い
て
、
風
景
は
特
定
の
個
人
に
所
有
さ
れ
る
対
象
で
は
な
い
。

あ
る
と
す
れ
ば
、
個
人
的
な
感
情
移
入
に
よ
る
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
た
風
景
の
イ
メ
ー
ジ
、
あ
る
い
は
心
象
風
景
と
し

て
私
的
に
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
特
定
の
世
代
、
特
定
の
地
域
に
帰
属
す
る
集
団
に
は
、
共
有
さ
れ
る
風

景
観
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
、
限
定
的
で
は
あ
る
が
そ
こ
に
公
的
な
性
格
を
帯
び
た
コ
モ
ン
ズ
の
意
味
を
仮
定
す
る
こ

と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
私
と
公
の
あ
い
だ
の
段
階
的
な
レ
イ
ヤ
ー
中
で
、
最
も
私
の
領
域
に
近
い
庭
は
、
個
人
な
い
し
は
家
族
の
生
活
領
域

に
内
包
さ
れ
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
価
値
観
や
嗜
好
が
表
現
さ
れ
た
空
間
に
な
る
。
特
定
の
庭
の
ス
タ
イ
ル
が
そ
こ
に
暮
ら

す
個
人
と
家
族
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
象
徴
す
る
も
の
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
自
然
観
や
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
が
そ
こ
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
。
風
景
の
ほ
う
は
ど
う
か
。
た
と
え
ば
、
集
落
や
市
街
地
の
風
景

と
し
て
現
れ
る
街
並
み
に
は
、
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
き
た
価
値
観
が
色
濃
く

映
し
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
里
山
の
風
景
に
は
、
集
団
的
な
生
業
と
し
て
の
農
耕
が
も
た
ら
す
富
を
、
持
続
可
能
な

状
態
に
最
適
化
す
る
物
質
循
環
の
シ
ス
テ
ム
が
表
象
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
意
味
づ
け
が
さ
れ
る

庭
に
対
し
て
、
コ
ミ
ュ
ー
ナ
ル
（com

m
unal

）
な
価
値
が
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
体
現
す
る
風
景
、
と
い
う
関
係
が

認
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

２
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著
作
権
保
護
の
観
点
に
よ
り
、
本
文
を
掲
載
い
た
し
ま
せ
ん
。
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パ
ー
ソ
ナ
ル
な
庭
と
コ
ミ
ュ
ー
ナ
ル
な
風
景
の
違
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
へ
の
人
の
関
わ
り
方
に
も
表
れ
る
。

　
庭
=garden

は
、
個
人
も
し
く
は
価
値
を
共
有
す
る
特
定
の
集
団
に
と
っ
て
、
主
体
的
な
実
践
の
場
に
な
る
こ
と

が
あ
る
。
つ
ま
り
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
行
為
で
あ
る
庭
づ
く
り
（
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
・G

ardening

）
に
は
、
現
在
進
行
形
の
接

尾
語
"ing
"
が
付
加
さ
れ
る
が
、
そ
の
と
き
、
庭
に
関
わ
る
主
体
は
庭
の
中
に
あ
っ
て
庭
に
同
化
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
風
景
が
個
人
的
な
実
践
の
場
と
な
る
こ
と
は
想
像
し
に
く
い
。
た
し
か
に
、landscaping

と
"ing

"
を
付
加
す
る
こ
と
は
文
法
上
も
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
の
主
語
は
実
践
者
で
は
な
く
、
客
観
的
な
立

場
か
ら
計
画
や
設
計
に
関
わ
る
者
、
施
工
し
管
理
す
る
者
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
風
景
の
観
察
者
と
し
て
の
立
場
も
含
ま

れ
る
。
仮
に
、
風
景
の
中
に
あ
る
個
人
や
集
団
の
主
体
的
実
践
が
、
風
景
の
あ
り
方
に
な
ん
ら
か
の
影
響
を
与
え
て
い

る
と
自
覚
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
個
人
や
集
団
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
風
景
で
は
な
く
庭
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
て
、
こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
庭
と
風
景
の
「
あ
い
だ
」
に
あ
る
意
味
は

B

で
、
そ
こ
に
関
わ
ろ
う
と
す
る

立
場
に
よ
っ
て
は
、
解
釈
に
無
限
の
広
が
り
が
あ
る
。
そ
し
て
、
具
体
的
な
デ
ザ
イ
ン
の
実
践
に
お
い
て
は
、
庭
と
風

景
の
あ
い
だ
の

B

な
解
釈
の
中
で
、
時
と
し
て
自
ら
の
立
ち
位
置
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
よ

う
に
感
じ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
そ
の
立
ち
位
置
は
時
と
場
合
に
よ
っ
て
変
化
す
る
は
ず
で
あ
る
し
、
一
つ
の
仕
事
を
す

す
め
る
過
程
に
お
い
て
も
、
異
な
る
立
ち
位
置
の
視
点
か
ら
レ
ビ
ュ
ー
す
る
こ
と
を
厭
う
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

私
自
身
、
庭
と
風
景
の
あ
い
だ
を
自
在
に
行
き
来
す
る
こ
と
に
躊
躇
す
る
こ
と
が
な
い
、
柔
ら
か
く
し
な
や
か
な
感
性

を
も
ち
続
け
て
い
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

�

（
宮
城
俊
作
『
庭
と
風
景
の
あ
い
だ
』
よ
り
）

　

（1）�　

本
文
中
の
空
欄

A

、

B

に
当
て
は
ま
る
語
の
組
合
せ
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
ど
れ
か
。

１
～
５
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

５

　
　
　
１　
Ａ　
対
義
的　
　
Ｂ　
多
義
的

　
　
　
２　
Ａ　
包
括
的　
　
Ｂ　
多
義
的

　
　
　
３　
Ａ　
包
括
的　
　
Ｂ　
主
観
的

　
　
　
４　
Ａ　
包
括
的　
　
Ｂ　
抽
象
的

　
　
　
５　
Ａ　
対
義
的　
　
Ｂ　
抽
象
的

─�5�─

著
作
権
保
護
の
観
点
に
よ
り
、
本
文
を
掲
載
い
た
し
ま
せ
ん
。

出
典
:�

庭
と
風
景
の
あ
い
だ

　
　
　
宮
城
俊
作
著　
鹿
島
出
版
会

　
　
　
２
ペ
ー
ジ
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６
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行
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（2）�　
│
│
部
①
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
は
ど
れ
か
。
１
～
５
か
ら
一
つ
選
べ
。

　
　
解
答
番
号
は

６

　
　
　
１�　
土
地
の
上
に
発
現
し
て
経
時
的
に
変
化
す
る
無
常
な
大
気
の
動
き
を
指
す
庭
に
対
し
、
風
景
は
、
物
理
的

な
空
間
の
中
に
形
成
さ
れ
た
比
較
的
明
確
な
領
域
を
意
味
す
る
。

　
　
　
２�　
客
観
的
な
尺
度
に
基
づ
く
分
析
と
記
述
の
対
象
と
な
る
風
景
に
対
し
、
庭
は
、
人
の
身
体
を
尺
度
と
し
た

相
対
的
な
ス
ケ
ー
ル
に
お
い
て
認
識
さ
れ
享
受
さ
れ
る
対
象
で
あ
る
。

　
　
　
３�　
人
の
身
体
を
尺
度
と
し
た
相
対
的
な
ス
ケ
ー
ル
で
は
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
景
観
に
対
し
、
庭
は
、
場

と
同
じ
よ
う
な
機
能
と
性
格
を
有
す
る
物
理
的
な
空
間
領
域
を
示
す
。

　
　
　
４�　
身
体
的
な
尺
度
で
捉
え
ら
れ
比
較
的
明
確
な
領
域
を
形
成
す
る
庭
に
対
し
、
風
景
は
、
土
地
の
上
に
発
現

す
る
身
体
的
な
ス
ケ
ー
ル
を
超
え
た
無
常
の
現
象
だ
と
い
え
る
。

　
　
　
５�　
物
理
的
な
空
間
を
身
体
的
な
尺
度
で
認
識
・
享
受
す
る
た
め
に
形
成
さ
れ
た
庭
に
対
し
、
景
観
は
、
土
地

の
千
変
万
化
の
様
態
を
視
覚
的
に
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
（3）�　
空
欄
②
に
入
る
文
の
順
番
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
ど
れ
か
。
１
～
５
か
ら
一
つ
選
べ
。

　
　
解
答
番
号
は

７

　
　
　
　
ａ�　
一
方
、
明
瞭
な
領
域
を
も
た
な
い
風
景
は
、
基
本
的
に
オ
ー
プ
ン
エ
ン
ド
で
あ
っ
て
、
開
放
的
で
あ
り

続
け
る
。

　
　
　
　
ｂ�　
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
江
戸
時
代
中
期
に
日
本
庭
園
の
技
法
と
し
て
の
借
景
が
確
立
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
庭
の
外
に
存
在
す
る
要
素
を
視
覚
的
に
取
り
入
れ
て
い
る
=
借
り
て
い
る
だ
け
で
、
視
点
は
庭
の
中

に
固
定
さ
れ
て
い
る
し
、
庭
の
空
間
領
域
が
外
部
に
向
か
っ
て
開
放
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

　
　
　
　
ｃ�　
ま
た
、
空
間
的
な
領
域
を
形
成
す
る
庭
は
、
内
向
的
で
閉
じ
た
も
の
と
な
る
こ
と
が
多
い
。

　
　
　
　
ｄ�　
近
代
に
な
っ
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
庭
園
と
い
う
語
の
「
園
」
は
、
く
に
が
ま
え
を
部
首
と
し
て

い
て
、
そ
の
も
の
ず
ば
り
囲
わ
れ
た
庭
の
領
域
を
意
味
す
る
。

　
　
　
１　
ａ　
↓　
ｄ　
↓　
ｂ　
↓　
ｃ

　
　
　
２　
ｃ　
↓　
ｄ　
↓　
ｂ　
↓　
ａ

　
　
　
３　
ｄ　
↓　
ｂ　
↓　
ａ　
↓　
ｃ

　
　
　
４　
ｄ　
↓　
ｂ　
↓　
ｃ　
↓　
ａ

　
　
　
５　
ｃ　
↓　
ｂ　
↓　
ａ　
↓　
ｄ
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（4）　
│
│
部
③
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
は
ど
れ
か
。
１
～
５
か
ら
一
つ
選
べ
。

　
　
解
答
番
号
は

８

　
　
　
１�　
現
代
の
社
会
に
お
い
て
、
風
景
は
感
情
移
入
に
よ
る
意
味
づ
け
や
心
象
風
景
と
し
て
の
表
現
を
通
し
て
私

的
に
所
有
さ
れ
る
一
方
で
、
特
定
の
世
代
や
地
域
に
共
有
さ
れ
る
風
景
観
に
よ
っ
て
、
限
定
的
な
公
共
性
も

付
与
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
２�　
公
私
の
段
階
的
な
レ
イ
ヤ
ー
中
で
、
最
も
私
の
領
域
に
近
い
庭
は
、
個
人
や
家
族
の
生
活
領
域
に
内
包
さ

れ
て
お
り
、
自
然
観
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
反
映
を
通
し
て
、
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を

象
徴
す
る
も
の
と
な
る
。

　
　
　
３�　
集
落
や
市
街
地
の
風
景
と
し
て
現
れ
る
街
並
み
に
は
、
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
き
た

価
値
観
が
色
濃
く
映
し
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
街
並
み
の
風
景
は
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
パ
ー

ソ
ナ
ル
な
領
域
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
　
　
４�　
庭
は
公
私
の
う
ち
「
私
」
に
近
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
欧
米
の
近
代
都
市
の
"Public�G

arden

"
と
称

さ
れ
る
場
所
の
よ
う
に
、
そ
の
地
域
に
帰
属
す
る
集
団
に
共
有
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
コ
モ
ン
ズ
の

意
味
を
仮
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
　
　
５�　
里
山
の
風
景
に
は
、
集
団
的
な
生
業
と
し
て
の
農
耕
が
も
た
ら
す
富
を
持
続
可
能
な
状
態
に
最
適
化
す
る

物
質
循
環
の
シ
ス
テ
ム
が
表
象
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
風
景
に
お
い
て
コ
ミ
ュ
ー
ナ
ル
な
価
値
が
共
有

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
例
で
あ
る
と
い
え
る
。

─�7�──�7�─



　
（5）　
本
文
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
ど
れ
か
。
１
～
５
か
ら
一
つ
選
べ
。

　
　
解
答
番
号
は

９

　
　
　
１�　
庭
や
風
景
は
、
両
者
の
重
な
り
や
つ
な
が
り
の
中
に
あ
る
意
味
が
、
曖
昧
か
つ
深
淵
な
も
の
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
が
、両
者
に
「
間
=
あ
い
だ
」
を
仮
定
す
る
と
、そ
の
両
側
に
対
置
さ
れ
る
概
念
の
関
係
が
際
立
ち
、

曖
昧
さ
が
意
識
さ
れ
な
く
な
る
。

　
　
　
２�　
庭
と
風
景
の
あ
い
だ
に
あ
ら
わ
れ
る
最
も
わ
か
り
や
す
い
違
い
は
、
人
の
身
体
を
尺
度
と
し
た
ス
ケ
ー
ル

に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
の
で
き
る
対
象
か
、
そ
れ
と
も
相
対
的
な
ス
ケ
ー
ル
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
対
象
か

と
い
う
点
で
あ
る
。

　
　
　
３�　
庭
と
風
景
の
あ
い
だ
に
あ
る
私
と
公
の
領
域
に
お
い
て
は
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
意
味
づ
け
が
さ
れ
る
庭
に
対

し
て
、
コ
ミ
ュ
ー
ナ
ル
な
価
値
を
体
現
す
る
風
景
と
い
う
関
係
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
そ
こ
に
は
単
純
な
二

分
法
が
成
立
す
る
。

　
　
　
４�　
庭
と
風
景
に
対
す
る
人
の
関
わ
り
方
の
違
い
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
個
人
や
集
団
の
主
体
的
実
践
が
、
対
象
の

あ
り
方
に
な
ん
ら
か
の
影
響
を
与
え
て
い
る
と
自
覚
す
る
と
き
、
そ
の
個
人
や
集
団
に
と
っ
て
、
そ
の
対
象

は
風
景
で
は
な
く
庭
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
　
　
５�　
そ
こ
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
立
場
に
よ
っ
て
、
庭
と
風
景
の
あ
い
だ
に
あ
る
意
味
は
解
釈
に
無
限
の
広
が
り

が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
自
ら
の
立
ち
位
置
を
常
に
相
対
化
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
デ
ザ
イ
ン

の
仕
事
は
成
立
し
う
る
。

─�8�──�8�─
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
（1）
～
（5）
の
問
い
に
答
え
よ
。
な
お
、
設
問
の
都
合
で
返
り
点
・
送
り
仮
名
を
省
い

た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
　

顏　
囘　
問
二ヒ
テ
乎　
仲　
尼
ニ一
曰
ク
、
吾　
嘗
テ
濟わ

た
二レ
リ
乎　
觴　
深　
之　
淵
ヲ一
矣
。
津　
人　
操
レル
コ
ト
舟
ヲ

若
シレ
神
ノ
。
吾　
問
レヒ
テ
焉こ

れ
ニ
曰
ク
、操
レル
ハ
舟
ヲ
①
可
レ
學
ブ
邪
ト
。
②
曰
ク
、可
ナ
リ
。
③
能　
游
グ
者�

可
キレ
敎
フ
也
。

善
ク
游
グ
者
ハ
數　
能
ク
ス
。
④
乃　
若　
夫　
沒　
人
、
則　
未　
嘗　
見　
舟
、
而　
謖　
操　
之　
者　
也
。

吾　
問
レフ
ニ
焉
ヲ
、
而
⑤
不
レ
吿
ゲ
。
敢
テ
⑥
問
フ
、
何
ノ
謂
ヒ
ゾ
也
ト
。

　
　

仲　
尼　
曰
ク
、
噫あ

あ
、
吾
ト

與
レ
⑦
若
、
玩
二ブ
コ
ト

其
ノ

文
ヲ一

也　
久
シ

矣
。
而
ル
ニ

未
ダレ

達
セ二

其
ノ

實
ニ一
。

而
レ
ド
モ
固し

ば
ら且
ク
道い
ハ
ン
與
。能
ク
游
グ
者
ノ
可
レキ
ハ
敎
フ
也
、輕
ン
ズレ
レ
バ
水
ヲ
也
。善
ク
游
グ
者　
之　
數　
能
ク
ス
ル
ハ
也
、

忘
レル
レ
バ

水
ヲ

也
。
乃
チ

若
下キ
ハ

夫
ノ

沒　
人　
之　
未シ

テ ダ二

嘗
テ

見
一レ

舟
ヲ

也
、
而　
謖た
ツ
テ

操
ル
ガ

上レ

之
ヲ

也
、
彼

視
レル
コ
ト

A

ヲ

若
クレ

B

ノ
、
視
二ル
コ
ト

舟　
之　
復
一ル
ヲ
、
猶シ
ホ二

其
ノ

車
ノ

卻
し
り
ぞ

一ク
ガ

也
。
復ふ

き
ゃ
く

二-

卻
シ
テ

萬　
物
ヲ一
、
方
ビ
ニ
陳
二ズ
ト
モ
乎　
前
ニ一
、
而　
不
レ
得
レ
入
二ル
ヲ
其
ノ
舍
ニ一
、
惡
ク
ニ
往
ク
ト
シ
テ
而　
不
レラ
ン
暇
ア
ラ
。

以
テレ

瓦
ヲ
う
ツ

者
ハ

巧
ミ
ナ
リ
。
以
テレ

鉤
ヲ

ツ

者
ハ

憚
ル
。
以
テ二

黃　
金
ヲ一

ツ

者
ハ

惛
シ
。
巧
ハ

一　
也
。

而
ル
ニ
有
レレ
バ
所
レ
矜た

つ
とブ

、
則
チ
重
レン
ズ
外
ヲ
也
。

⑧
凡
ソ
重
レン
ズ
ル
外
ヲ
者
ハ
拱つ

た
なレシ
ト
內
ニ
。

（『
列
子
』
よ
り
）

　
　
　
　
〔
注
〕�

顏
囘　
　
︱�

孔
子
の
弟
子
。

�

仲
尼　
　
︱�

孔
子
の
こ
と
。

�

濟　
　
　
︱�

舟
で
渡
る
。

�

觴
深　
　
︱�

淵
の
名
前
。

�

津
人　
　
︱�

渡
し
場
の
船
頭
。

�

數　
　
　
︱�

こ
こ
で
は
「
自
然
の
勢
い
と
し
て
、
自
然
に
」
の
意
。

�

沒
人　
　
︱�

水
に
潜
っ
て
魚
貝
を
取
る
人
。

�

復
卻
萬
物
、
方
陳
乎
前
、
而
不
得
入
其
舍　
　

�

　
　
　
　
︱��「
色
々
な
も
の
が
、
し
き
り
に
目
の
前
で
ひ
っ
く
り
返
っ
た
り
後
ず
さ
り
し
た
り
し

た
と
し
て
も
、
少
し
も
影
響
は
な
い
」
の
意
。

�
�

　
　
　

︱�

こ
こ
で
は
、
メ
ン
コ
や
ベ
ー
ゴ
マ
の
よ
う
に
、
ぶ
つ
け
合
っ
て
勝
負
を
競
う
こ
と
。

�

鉤　
　
　
︱�

帯
を
止
め
る
と
き
な
ど
に
使
う
か
ぎ
。
お
び
が
ね
。
銀
や
銅
な
ど
で
作
る
。

３

─�9�─

著
作
権
保
護
の
観
点
に
よ
り
、
本
文
を
掲
載
い
た
し
ま
せ
ん
。

出
典
:
新
釈
漢
文
大
系
第
22
巻　
列
子

　
　
　
明
治
書
院

　
　
　
87
ペ
ー
ジ
18
行
目
か
ら
89
ペ
ー
ジ
４
行
目
ま
で
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（1）�　
│
│
部
①
③
⑦
に
つ
い
て
、
本
文
中
に
お
け
る
読
み
を
送
り
仮
名
も
含
め
て
現
代
仮
名
遣
い
で
表
し
た
と
き
の

　
組
合
せ
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
ど
れ
か
。
１
～
５
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

10

　
　
　
１　
①　
か　
　
　
③　
よ
く　
　
　
⑦　
も
し

　
　
　
２　
①　
か　
　
　
③　
あ
た
う　
　
⑦　
な
ん
じ

　
　
　
３　
①　
べ
き　
　
③　
よ
く　
　
　
⑦　
も
し

　
　
　
４　
①　
べ
き　
　
③　
よ
く　
　
　
⑦　
な
ん
じ

　
　
　
５　
①　
べ
き　
　
③　
あ
た
う　
　
⑦　
な
ん
じ

　
（2）　
│
│
部
②
⑤
⑥
の
主
語
の
組
合
せ
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
は
ど
れ
か
。
１
～
５
か
ら
一
つ
選
べ
。

　
　
解
答
番
号
は

11

　
　
　
１　
②　
仲
尼　
　
⑤　
顏
囘　
　
⑥　
津
人

　
　
　
２　
②　
津
人　
　
⑤　
津
人　
　
⑥　
顏
囘

　
　
　
３　
②　
津
人　
　
⑤　
顏
囘　
　
⑥　
津
人

　
　
　
４　
②　
仲
尼　
　
⑤　
津
人　
　
⑥　
顏
囘

　
　
　
５　
②　
仲
尼　
　
⑤　
顏
囘　
　
⑥　
顏
囘

　
（3）　
│
│
部
④
に
返
り
点
を
施
し
た
と
き
、
最
も
適
切
な
も
の
は
ど
れ
か
。
１
～
５
か
ら
一
つ
選
べ
。

　
　
解
答
番
号
は

12

　
　
　
１　
乃�

若
三
夫�

沒�

人
、
則�

未
二
嘗�

見
一
舟
、
而�

謖
二
操
レ
之�

者
一
也

　
　
　
２　
乃�

若
三
夫�

沒�

人
、
則�

未
二
嘗�

見
一レ
舟
、
而�

謖�

操
レ
之�

者�

也

　
　
　
３　
乃�

若
二
夫�

沒�

人
一
、
則
レ
未
二
嘗�

見
一レ
舟
、
而�

謖�

操
レ
之�

者�

也

　
　
　
４　
乃�

若
二
夫�

沒�

人
一
、
則�

未
二
嘗�

見
一レ
舟
、
而�

謖�

操
レ
之�

者�

也

　
　
　
５　
乃�

若
レ
夫�

沒�

人
、
則
レ�

未
二
嘗�

見
一レ
舟
、
而�

謖
二�

操
レ
之�

者
一
也

　
（4）　
空
欄
Ａ
、
Ｂ
に
当
て
は
ま
る
語
句
と
し
て
、
正
し
い
組
合
せ
は
ど
れ
か
。
１
～
５
か
ら
一
つ
選
べ
。

　
　
解
答
番
号
は

13

　
　
　
１　
Ａ　
書　
　
　
Ｂ　
學

　
　
　
２　
Ａ　
舟　
　
　
Ｂ　
神

　
　
　
３　
Ａ　
淵　
　
　
Ｂ　
陵

　
　
　
４　
Ａ　
游　
　
　
Ｂ　
魚

　
　
　
５　
Ａ　
數　
　
　
Ｂ　
操

─�10�──�10�─



　
（5）　
│
│
部
⑧
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
ど
れ
か
。
１
～
５
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

14

　
　
　
１　
そ
も
そ
も
、
見
か
け
だ
け
を
よ
く
し
て
も
、
自
ら
研
鑽
し
な
け
れ
ば
、
技
術
は
身
に
つ
か
な
い
も
の
だ
。

　
　
　
２　
だ
い
た
い
に
お
い
て
、
人
は
多
様
な
方
法
で
も
の
ご
と
を
試
み
る
が
、
そ
れ
が
実
を
結
ぶ
こ
と
は
な
い
。

　
　
　
３　
何
事
に
よ
ら
ず
、
外
物
を
重
く
み
て
こ
れ
に
左
右
さ
れ
る
よ
う
な
者
は
、
心
安
ら
か
な
時
が
な
い
の
だ
。

　
　
　
４　
多
く
の
場
合
、
す
ぐ
に
身
に
つ
く
技
術
よ
り
も
、
努
力
を
重
ね
て
到
達
し
た
真
実
を
大
切
に
す
べ
き
だ
。

　
　
　
５　
一
般
的
に
、
確
か
な
技
術
が
あ
る
人
は
、
そ
の
技
術
が
あ
る
こ
と
で
常
に
平
常
心
を
保
っ
て
い
ら
れ
る
。

─�11�──�11�─



��　
�　

次
の
文
章
は
、
中
世
の
王
朝
物
語
『
し
の
び
ね
』
の
一
部
で
あ
る
。
内
大
臣
の
子
息
で
あ
り
、
世
間
か
ら
の
評
判

も
高
い
四
位
の
少
将
が
、
十
月
に
嵯
峨
野
で
紅
葉
を
眺
め
歩
い
て
い
た
と
こ
ろ
、
風
情
あ
る
小
柴
垣
の
中
か
ら
、
素

晴
ら
し
い
琴
の
音
色
が
聞
こ
え
て
き
た
。
興
味
を
ひ
か
れ
た
少
将
は
、
琴
を
弾
い
て
い
た
の
が
そ
の
家
の
姫
君
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
知
る
。
少
将
が
何
と
か
し
て
姫
君
に
直
接
会
い
た
い
と
考
え
て
い
る
う
ち
に
、日
が
暮
れ
て
き
た
。

本
文
は
そ
の
続
き
の
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
あ
と
の
（1）
～
（6）
の
問
い
に
答
え
よ
。

　
つ
く
づ
く
と
思
ひ
続
く
る
に
、
か
く
て
日
数
を
も
経
ば
、
も
し
か
り
そ
め
に
物
忌
な
ど
に
籠
り
て
、
た
ち
帰
ら
ん
時
、

行
方
も
知
ら
で
は
い
か
が
す
べ
か
ら
ん
。
さ
ら
ば
①
見
で
は
え
あ
る
ま
じ
く
、
面
影
恋
ひ
し
か
る
べ
け
れ
ば
、
そ
の
わ

た
り
な
る
人
に
た
づ
ね
さ
せ
給
へ
ば
、「
さ
し
て
い
か
な
る
人
と
は
、
く
は
し
く
知
り
侍
ら
ず
。
八
月
ば
か
り
よ
り
、

忍
び
て
お
は
し
ま
す
。
今
年
中
は
、
か
く
て
過
ご
し
給
ふ
べ
き
や
う
に
う
け
た
ま
は
り
侍
る
」
と
い
ふ
。

　
い
か
さ
ま
に
も
、
②
こ
と
の
気
色
ゆ
か
し
け
れ
ば
、
ま
た
た
ち
帰
り
て
、「
誰
と
か
た
づ
ぬ
べ
か
ら
ん
」
と
思
ひ
わ
づ

ら
ひ
給
ふ
に
、「
中
納
言
の
君
や
、う
ち
へ
ま
ゐ
り
給
ひ
ね
」
と
い
ふ
声
に
つ
き
て
、た
ち
よ
り
給
ひ
て
、随
身
し
て
、「
こ

こ
に
、
人
の
月
に
ひ
か
れ
て
③
あ
く
が
れ
侍
る
。
家
路
も
忘
れ
て
夜
更
け
侍
る
。
御
宿
申
さ
ん
や
」
と
い
は
せ
給
ふ
。

い
と
思
ひ
か
け
ぬ
狩
衣
姿
の
男
な
り
。「
い
か
な
る
人
に
て
お
は
す
ら
ん
。
こ
の
あ
ば
ら
屋
に
は
、
い
か
で
か
明
か
し

給
ふ
べ
き
」
と
や
す
ら
ふ
に
、
君
さ
し
よ
り
給
ひ
て
、「
い
と
苦
し
か
ら
ぬ
者
に
て
侍
る
。
た
だ
こ
こ
の
ａ
御
簾
の
前
に
、

御
宿
直
申
し
侍
ら
ん
。
夜
も
更
け
ぬ
れ
ば
、
い
く
ほ
ど
侍
ら
じ
」
と
の
給
ふ
御
気
色
の
、
世
の
常
の
人
と
も
見
え
ず
う

つ
く
し
け
れ
ば
、「
申
し
侍
ら
ん
」
と
て
入
り
ぬ
。

　
尼
君
に
、
し
か
し
か
の
こ
と
と
語
り
聞
こ
ゆ
。「
香
ば
し
か
り
つ
る
も
、
④
こ
れ
に
や
お
は
す
ら
ん
。
こ
の
あ
た
り
た

た
ず
み
歩
き
給
ひ
つ
ら
め
。
用
意
な
き
け
は
ひ
聞
き
や
し
給
ひ
ぬ
ら
ん
」
と
さ
さ
め
く
。
い
か
で
な
さ
け
な
く
帰
し
奉

ら
ん
と
て
、
あ
た
り
う
ち
払
ひ
、
御
茵し

と
ね

さ
し
出
で
た
り
。

　
「
露
も
た
ま
ら
ぬ
庵
Ａ
な
れ
ど
、
旅
は
さ
ぞ
と
思
し
許
し
給
へ
」
と
て
、
い
と
馴
れ
た
る
若
人
出
で
た
り
。
ま
づ
う
れ

し
く
、
端
の
方
に
う
ち
な
が
め
て
居
給
へ
る
御
様
の
、
光
か
か
や
き
て
目
も
あ
や
に
お
ど
ろ
か
る
る
。
一
目
も
見
知
り

奉
ら
ね
ど
も
、
な
つ
か
し
げ
に
う
ち
語
ら
ひ
給
ふ
。「
行
方
も
な
く
ま
よ
ひ
侍
り
Ｂ
つ
る
に
、
う
れ
し
き
旅
寝
を
も
す
る

か
な
。
同
じ
く
は
導
き
果
て
給
へ
か
し
」
と
て
、
少
し
ほ
ほ
ゑ
み
給
へ
ば
、「
な
ほ
奥
へ
は
お
は
し
ま
す
べ
き
と
こ
ろ

も
侍
ら
Ｃ
ぬ
も
の
を
」
と
お
ぼ
め
け
ば
、「
う
ち
つ
け
に
思
ふ
こ
と
聞
こ
ゆ
る
は
、
あ
さ
き
や
う
な
れ
ど
も
、
こ
の
世
な

ら
ぬ
こ
と
に
や
、
た
ち
ま
ふ
べ
き
心
地
も
し
侍
ら
ぬ
を
」
と
て
、

　
世
の
常
の
色
と
や
思
ふ
隙
も
な
く
袖
の
ｂ
時
雨
に
染
む
る
紅
葉
を

と
て
、
散
り
く
る
紅
葉
を
手
ま
さ
ぐ
り
に
し
給
へ
ば
、
た
だ
か
く
、

　
「
さ
ら
ぬ
だ
に
晴
れ
間
少
な
き
山
里
に
袖
の
時
雨
を
何
と
添
ふ
ら
ん

御
心
な
ぐ
さ
み
給
ふ
べ
き
紅
葉
の
色
も
侍
ら
ぬ
も
の
を
」
と
お
ほ
か
た
に
い
ひ
な
せ
ど
、「
⑤
う
た
て
く
も
の
給
ひ
な
す

か
な
。
お
ぼ
ろ
け
に
て
は
た
づ
ね
ま
ゐ
ら
ぬ
も
の
。
こ
れ
も
昔
の
契
り
か
と
思
し
な
せ
か
し
。
数
な
ら
ぬ
身
な
れ
ば
こ

と
わ
り
ぞ
」
と
、
ま
め
や
か
に
年
月
思
し
染
め
た
る
や
う
に
い
ひ
な
し
給
ふ
。

　

昨
日
今
日
見
染
め
て
の
給
ふ
や
う
に
も
な
け
れ
ば
、「
い
か
に
し
て
、
か
か
る
人
お
は
し
ま
す
と
聞
き
給
ひ
け
ん
」

と
お
ぼ
つ
か
な
し
。
ま
め
や
か
に
せ
め
給
へ
ば
、
尼
上
は
、「
い
と
思
ひ
か
け
ぬ
こ
と
に
も
あ
る
か
な
。
さ
て
も
、
誰

と
も
知
ら
ぬ
人
に
、
と
か
く
い
ら
へ
聞
こ
え
ん
に
も
あ
ら
ず
。
な
べ
て
な
ら
ぬ
御
様
は
、
夜
目
に
も
し
る
け
れ
ば
、
こ

の
頃
世
に
め
で
の
の
し
ら
れ
給
ふ
大
臣
の
四
位
の
少
将
殿
に
や
お
は
す
ら
ん
。
さ
ら
で
は
、
か
ば
か
り
の
容
貌
し
給
へ

る
人
覚
え
ざ
ん
め
り
。
と
ま
れ
か
く
ま
れ
、
か
く
数
な
ら
ぬ
身
を
と
き
め
き
給
ふ
人
の
見
過
ぐ
し
給
ふ
べ
き
に
も
あ
ら

ず
。
も
の
は
か
な
き
様
に
て
、
人
に
お
と
し
め
ら
れ
給
は
ん
も
、
い
と
い
と
ほ
し
き
こ
と
に
も
あ
る
べ
き
か
な
」
な
ど

思
し
わ
づ
ら
ふ
。

　
（『
し
の
び
ね
』
よ
り
）

４

─�12�─

著
作
権
保
護
の
観
点
に
よ
り
、
本
文
を
掲
載
い
た
し
ま
せ
ん
。

出
典
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間
書
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ペ
ー
ジ
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ら
16
ペ
ー
ジ
４
行
目
ま
で
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〔
注
〕�

の
給
ふ　
　
　
　
　
　
︱�

の
た
ま
ふ
。

�

御
茵
さ
し
出
で
た
り　
︱�「
敷
物
を
差
し
出
し
た
」
の
意
。

�

い
と
馴
れ
た
る
若
人　
︱�

こ
こ
で
は
女
房
の
こ
と
。

�

た
ち
ま
ふ　
　
　
　
　
︱�

立
ち
舞
う
。

�
尼
上　
　
　
　
　
　
　
︱�

尼
君
の
こ
と
。

─�13�──�13�─



　
（1）　

部
ａ
、
ｂ
の
本
文
中
に
お
け
る
読
み
を
そ
れ
ぞ
れ
答
え
よ
。

　
（2）�　
│
│
部
①
～
③
の
本
文
中
に
お
け
る
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
ど
れ
か
。
ア
～
オ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ

選
べ
。

　
　
①

　
　
　
ア　
姫
君
に
会
わ
な
い
で
は
い
ら
れ
ず

　
　
　
イ　
姫
君
に
は
け
っ
し
て
会
っ
て
は
な
ら
ず

　
　
　
ウ　
姫
君
に
ま
っ
た
く
会
う
こ
と
が
で
き
ず

　
　
　
エ　
姫
君
に
会
う
ま
で
普
段
通
り
で
は
い
ら
れ
ず

　
　
　
オ　
姫
君
に
会
わ
な
い
と
い
つ
も
の
生
活
に
は
戻
れ
ず

　
　
②

　
　
　
ア　
姫
君
に
つ
い
て
知
り
た
い
の
で

　
　
　
イ　
紅
葉
が
美
し
く
色
づ
い
て
い
る
の
で

　
　
　
ウ　
姫
君
の
姿
が
た
い
へ
ん
美
し
か
っ
た
の
で

　
　
　
エ　
風
情
あ
る
小
柴
垣
に
心
ひ
か
れ
た
の
で

　
　
　
オ　
琴
の
音
色
を
聞
き
た
か
っ
た
の
で

　
　
③

　
　
　
ア　
さ
ま
よ
い
な
さ
っ
て
い
ま
す

　
　
　
イ　
さ
ま
よ
っ
て
お
り
ま
す

　
　
　
ウ　
満
足
し
申
し
上
げ
て
い
ま
す

　
　
　
エ　
満
足
な
さ
っ
て
い
ま
す

　
　
　
オ　
満
足
し
て
い
ま
す
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（3）　

∥
部
Ａ
～
Ｃ
の
助
動
詞
の
意
味
と
し
て
正
し
い
も
の
の
組
合
せ
は
ど
れ
か
。
ア
～
オ
か
ら
一
つ
選
べ
。

　
　
　
　
①　
打
消

　
　
　
　
②　
完
了

　
　
　
　
③　
受
身

　
　
　
　
④　
推
量

　
　
　
　
⑤　
断
定

　
　
　
ア　
Ａ　
④　
　
Ｂ　
②　
　
Ｃ　
①

　
　
　
イ　
Ａ　
⑤　
　
Ｂ　
③　
　
Ｃ　
②

　
　
　
ウ　
Ａ　
⑤　
　
Ｂ　
②　
　
Ｃ　
①

　
　
　
エ　
Ａ　
④　
　
Ｂ　
③　
　
Ｃ　
②

　
　
　
オ　
Ａ　
④　
　
Ｂ　
③　
　
Ｃ　
①

　
（4）　
│
│
部
④
を
、「
こ
れ
」
の
さ
す
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
現
代
語
訳
せ
よ
。

　
（5）�　
│
│
部
⑤
「
う
た
て
く
も
の
給
ひ
な
す
か
な
」
と
あ
る
が
、
少
将
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
対
し
て
こ
う
述
べ
て

い
る
の
か
。
少
将
と
女
房
と
の
や
り
と
り
を
ふ
ま
え
、
六
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

　
（6）　
本
文
の
内
容
に
合
致
し
な
い
も
の
は
ど
れ
か
。
ア
～
オ
か
ら
一
つ
選
べ
。

　
　
　
ア�　
四
位
の
少
将
が
、
人
を
通
じ
て
近
辺
の
人
か
ら
話
を
聞
か
せ
た
と
こ
ろ
、
姫
君
は
、
今
年
中
は
こ
こ
で
過

ご
す
予
定
だ
と
知
っ
た
。　

　
　
　
イ�　
四
位
の
少
将
は
、
一
度
も
会
っ
た
こ
と
が
な
い
女
房
に
対
し
て
親
し
げ
に
話
し
か
け
、
自
分
を
姫
君
の
も

と
に
導
く
よ
う
に
頼
ん
だ
。

　
　
　
ウ�　
四
位
の
少
将
は
、
長
い
間
姫
君
の
こ
と
を
思
い
続
け
て
き
た
が
、
そ
れ
が
女
房
に
は
伝
わ
ら
な
か
っ
た
の

で
、
物
思
い
に
沈
ん
で
し
ま
っ
た
。

　
　
　
エ�　
女
房
は
、
四
位
の
少
将
が
昨
日
や
今
日
に
姫
君
を
見
初
め
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
も
な
い
と
感
じ
、
ど
う
や

っ
て
こ
こ
に
こ
の
よ
う
な
姫
君
が
い
る
こ
と
を
お
聞
き
に
な
っ
た
の
か
と
不
審
に
思
っ
た
。

　
　
　
オ�　
尼
上
は
、
四
位
の
少
将
の
よ
う
な
立
派
な
人
物
が
、
こ
の
よ
う
に
取
る
に
足
り
な
い
姫
君
の
こ
と
を
、
末

永
く
お
世
話
し
て
く
れ
る
は
ず
は
な
い
と
考
え
、
思
い
悩
ん
で
い
る
。
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��　
�　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
（1）
～
（6）
の
問
い
に
答
え
よ
。

　
人
間
の
思
考
の
長
い
歴
史
は
、
個
我
の
殻
に
と
じ
こ
も
っ
た
孤
独
な
思
考
を
も
ゆ
る
す
ほ
ど
の
幅
ひ
ろ
い
思
考
形
態

を
開
拓
し
て
き
た
が
、
こ
と
ば
に
よ
る
思
考
は
、
そ
れ
が
ど
ん
な
に
独
自
な
も
の
に
見
え
て
も
、
そ
の
独
自
性
は
こ
と

ば
の
共
同
性
と
の
、
逆
に
い
え
ば
、
共
同
規
範
と
し
て
の
こ
と
ば
と
の
、
は
げ
し
い
格
闘
の
な
か
で
は
じ
め
て
獲
得
さ

れ
る
こ
と
に
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
自
然
的
な
世
界
で
の
身
体
行
為
を
停
止
し
て
思
考
に
よ
る
観
念
世
界
の
構
築
に
む

か
う
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
の
観
念
世
界
が
つ
ね
に
共
同
性
に
根
を
張
っ
て
い
る
こ
と
を
ど
こ
か
で
意
識
せ
ざ
る
を

え
な
い
。
①
個
体
と
し
て
行
為
す
る
こ
と
よ
り
も
、
個
体
と
し
て
思
考
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
ず
っ
と
困
難
に
感
じ
ら
れ

る
の
は
、
た
ぶ
ん
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
わ
た
し
た
ち
が
ぶ
つ
か
っ
て
い
る
の
は
、
象
徴
活
動
の
基
礎
を
な
す
、
観
念
的
な
自
己
疎
外
に
お
け
る
共
同

性
の
問
題
で
あ
る
。
身
ぶ
り
を
例
に
考
え
を
す
す
め
よ
う
。

　
実
際
に
兎
を
追
い
か
け
る
と
い
う
行
為
と
、
追
い
か
け
る
身
ぶ
り
を
す
る
と
い
う
象
徴
行
為
と
は
、
次
元
の
ち
が
う

ふ
た
つ
の
事
柄
だ
。
一
方
は
、
現
実
に
間
近
に
兎
が
い
る
と
い
う
状
況
の
も
と
、
つ
か
ま
え
た
兎
が
な
に
か
の
役
に
立

つ
と
い
う
条
件
の
も
と
で
は
じ
め
て
意
味
を
も
っ
た
行
為
と
な
る
が
、
他
方
は
、
そ
う
い
う
現
実
の
状
況
や
条
件
を
離

れ
て
も
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
意
味
を
も
ち
う
る
。
ま
た
、
一
方
が
行
為
主
体
と
環
境
の
二
項
を
最
低
の
必
要
条
件
と
し
て
な

り
た
つ
の
に
た
い
し
て
、
他
方
は
第
三
項
た
る
他
者
の
現
前
を
必
須
の
条
件
と
す
る
、
と
い
う
ち
が
い
も
あ
る
。
現
実

に
兎
を
追
い
か
け
て
い
る
最
中
に
は
追
い
か
け
る
身
ぶ
り
を
示
す
こ
と
は
で
き
ず
、
象
徴
行
為
は
現
実
行
為
の
停
止
を

前
提
に
は
じ
め
て
な
り
た
つ
、
と
、
そ
の
ち
が
い
を
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
わ
た
し
た
ち
は
、
②
現
実
の
場
と
象

徴
の
場
の
位
相
の
ち
が
い
に
ぶ
つ
か
っ
て
い
る
の
だ
。

　

現
実
の
場
で
は
無
効
な
身
体
の
動
き
が
、
象
徴
の
場
に
お
い
て
は
、
獲
物
を
追
う
行
為
と
い
う
意
味
を
放
出
す
る
。

ア

こ
の
意
味
は
、
身
ぶ
り
を
す
る
当
人
に
も
、
身
ぶ
り
を
示
す
相
手
に
も
、
等
し
く
あ
ら
わ
れ
る
。

イ

身
ぶ
り
は
、
物
理
的
な
身
体
の
動
き
と
し
て
見
れ
ば
、
そ
れ
を
演
ず
る
も
の
と
な
が
め
る
も
の
と
で
は
ま

っ
た
く
ち
が
っ
た
あ
ら
わ
れ
か
た
を
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
意
味
は
一
定
し
て
い
る
。

ウ

甲
の
「
さ
く
ら
」

の
発
音
と
乙
の
そ
れ
と
が
声
調
や
Ａ
ヨ
ク
ヨ
ウ
に
お
い
て
大
き
く
か
け
は
な
れ
て
い
て
も
、
ど
ち
ら
も
「
桜
」
と
い
う

同
一
の
意
味
を
あ
ら
わ
し
う
る
よ
う
に
。

　
と
す
れ
ば
、
身
ぶ
り
や
こ
と
ば
の
意
味
に
か
か
わ
る
主
体
は
、
感
覚
的
・
物
質
的
に
身
ぶ
り
や
こ
と
ば
に
接
す
る
主

体
と
は
異
次
元
に
あ
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
っ
て
、
身
ぶ
り
を
感
覚
的
・
物
質
的
に
見
る
人
間
と
そ
の
意
味

を
理
解
す
る
人
間
は
、
別
人
で
あ
る
わ
け
は
な
い
か
ら
、
③
感
覚
的
で
あ
り
か
つ
象
徴
的
で
あ
る
よ
う
な
記
号
に
か
か

わ
る
主
体
は
、
二
重
の
意
識
を
背
負
っ
た
主
体
だ
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
方
の
意
識
が
、
自
分
の
身
体
を
絶
対
的

な
原
点
と
し
て
行
為
や
知
覚
の
座
標
空
間
を
設
定
す
る
の
に
た
い
し
て
、
意
味
に
か
か
わ
る
も
う
ひ
と
つ
の
意
識
は
、

原
点
が
い
く
つ
も
あ
る
よ
う
な
、
あ
る
い
は
、
絶
対
的
な
原
点
な
ど
ど
こ
に
も
な
い
よ
う
な
、
超
越
的
な
座
標
空
間
を

活
動
の
場
と
し
て
い
る
。
あ
る
身
体
の
動
き
が
、「
獲
物
を
追
う
」
と
い
う
意
味
を
も
つ
た
め
に
は
、
そ
の
身
ぶ
り
が

現
実
の
座
標
空
間
の
な
か
で
、
ほ
ん
も
の
の
行
為
に
類
似
し
た
も
の
と
し
て
現
象
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
い
う
ま

で
も
な
い
が
、「
獲
物
を
追
う
こ
と
」
と
い
う
そ
の
意
味
は
、
現
実
の
空
間
に
べ
つ
べ
つ
に
存
在
す
る
ど
の
主
体
に
も

同
一
の
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
、
主
体
の
空
間
的
位
置
の
ち
が
い
を
超
え
た
も
の
と
し
て
、
あ
ら
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
身
ぶ
り
を
正
面
か
ら
見
る
場
合
と
、
う
し
ろ
か
ら
見
る
場
合
と
で
は
、
目
に
映
る
動
作
は
い
ち
じ
る
し
く
ち
が

う
は
ず
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
意
味
が
た
だ
ち
に
べ
つ
の
も
の
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
他
者
と
ひ
と
つ
の
意

味
を
共
有
し
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
身
体
の
絶
対
性
を
観
念
的
に
超
え
で
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
し
か
も
、
人
間
の

存
在
構
造
か
ら
し
て
、
こ
の
超
出
が
観
念
的
で
あ
る
ほ
か
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
象
徴
の
場
が
観
念
的
に
し
か
設
定
で

き
な
い
こ
と
も
ま
た
必
然
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
間
は
ふ
た
つ
の
現
実
空
間
に
同
時
に
生
き
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
現
実
空
間
に
生
き
つ
つ
、
そ
れ
を
超
え
る
観
念
空
間
に
同
時
に
生
き
る
こ
と
は
で
き
る
。
人
間
は
、
い
わ
ば
身

体
を
置
き
ざ
り
に
し
て
、
象
徴
の
場
に
生
き
る
の
で
あ
る
。

　
身
ぶ
り
と
身
ぶ
り
の
意
味
と
の
関
係
は
、
そ
の
ま
ま
④
こ
と
ば
と
こ
と
ば
の
意
味
と
の
関
係
に
移
し
か
え
る
こ
と
が

５
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。
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で
き
る
。
身
ぶ
り
の
実
体
で
あ
る
身
体
の
動
き
に
く
ら
べ
れ
ば
、
こ
と
ば
の
実
体
で
あ
る
音
声
や
文
字
は
、
格
段
に
綿

密
さ
と
明
確
さ
を
も
つ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
感
覚
的
・
物
質
的
に
他
者
に
働
き
か
け
る
も
の
だ
と
い
う
点
は
、
身
ぶ
り

と
同
一
の
水
準
に
あ
る
。
現
実
の
場
を
絶
対
的
な
前
提
と
す
る
か
ぎ
り
で
、
わ
た
し
た
ち
の
言
語
行
為
は
音
声
や
文
字

を
基
盤
と
し
て
し
か
な
り
た
た
な
い
が
、
他
方
し
か
し
、
そ
の
基
盤
に
埋
没
し
た
意
識
に
と
っ
て
は
、
音
声
や
文
字
は

こ
と
ば
と
し
て
あ
ら
わ
れ
よ
う
が
な
く
、
音
声
や
文
字
を
意
味
の
象
徴
体
と
受
け
と
る
に
は
、
現
実
の
感
覚
性
や
物
質

性
を
超
え
て
そ
の
む
こ
う
に
意
味
を
求
め
る
意
識
が
登
場
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
が
ふ
つ
う

に
こ
と
ば
を
聞
い
た
り
読
ん
だ
り
し
て
い
る
と
き
と
、
疲
労
や
倦
怠
の
た
め
に
言
語
意
識
が
Ｂ
ス
イ
ジ
ャ
ク
し
、
無
意

味
な
音
や
文
字
の
つ
ら
な
り
を
ぼ
ん
や
り
と
聞
い
た
り
見
た
り
す
る
と
き
と
で
は
、
わ
た
し
た
ち
の
意
識
は
ま
っ
た
く

ち
が
っ
た
次
元
に
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

�

（
長
谷
川
宏
『
こ
と
ば
へ
の
道　
言
語
意
識
の
存
在
論
』
よ
り
）

　
（1）　

∥
部
Ａ
、
Ｂ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
な
お
せ
。

　
（2）�　
│
│
部
①
と
あ
る
が
、
筆
者
が
「
個
体
と
し
て
行
為
す
る
こ
と
よ
り
も
、
個
体
と
し
て
思
考
す
る
こ
と
の
ほ
う

が
ず
っ
と
困
難
に
感
じ
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
ど
れ
か
。
ア
～
オ
か
ら
一
つ

選
べ
。

　
　
　
ア�　
人
間
の
歴
史
が
幅
広
い
思
考
形
態
を
開
拓
し
て
き
た
こ
と
で
、
殻
に
と
じ
こ
も
っ
た
孤
独
な
個
我
さ
え
も

共
同
性
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
。

　
　
　
イ�　
自
然
的
な
世
界
で
身
体
行
為
に
む
か
う
と
き
で
さ
え
、
思
考
に
よ
る
観
念
世
界
が
共
同
性
に
根
を
張
っ
て

い
る
こ
と
を
ど
こ
か
で
意
識
し
て
し
ま
う
か
ら
。

　
　
　
ウ�　
こ
と
ば
に
よ
る
思
考
の
独
自
性
は
、
こ
と
ば
の
共
同
性
や
共
同
規
範
と
し
て
の
こ
と
ば
と
の
は
げ
し
い
格

闘
の
な
か
で
獲
得
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
。

　
　
　
エ�　
思
考
に
よ
る
観
念
世
界
の
構
築
に
む
か
う
と
き
、
そ
の
世
界
が
共
同
性
か
ら
完
全
に
切
り
離
さ
れ
て
い
る

と
い
う
意
識
は
も
ち
え
な
い
か
ら
。

　
　
　
オ�　
こ
と
ば
に
よ
る
思
考
は
、
そ
れ
が
独
自
な
も
の
に
見
え
た
と
し
て
も
、
共
同
規
範
と
し
て
の
自
然
世
界
か

ら
逃
れ
ら
れ
な
い
も
の
だ
か
ら
。　
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０
７
ペ
ー
ジ
７
行
目
か
ら
１
１
０
ペ
ー
ジ
12
行
目
ま
で

─�17�─



　
（3）　
│
│
部
②
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
、
適
切
な
も
の
は
ど
れ
か
。
ア
～
オ
か
ら
二
つ
選
べ
。

　
　
　
ア　
現
実
の
場
に
お
い
て
は
、
行
為
は
す
べ
て
有
用
性
に
よ
っ
て
の
み
意
味
を
も
つ
。

　
　
　
イ　
現
実
の
場
に
お
い
て
は
、
行
為
は
行
為
主
体
と
環
境
の
二
項
に
よ
り
成
立
し
う
る
。

　
　
　
ウ　
象
徴
の
場
に
お
い
て
は
、
行
為
の
意
味
は
現
実
の
状
況
や
条
件
に
担
保
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
エ　
象
徴
の
場
に
お
い
て
は
、
行
為
主
体
と
な
る
他
者
の
現
前
が
必
須
の
条
件
と
な
る
。

　
　
　
オ　
象
徴
の
場
に
お
い
て
は
、
行
為
は
現
実
行
為
の
停
止
を
前
提
と
し
て
成
立
す
る
。

　
（4）　
次
の
一
文
を
入
れ
る
の
に
最
も
適
切
な
場
所
は
ど
こ
か
。
本
文
中
の

ア

～

ウ

か
ら
一
つ
選
べ
。

　
　

�　
同
様
に
、
甲
が
あ
る
と
き
あ
る
場
所
で
演
じ
た
身
ぶ
り
と
、
乙
が
べ
つ
の
と
き
べ
つ
の
場
所
で
演
じ
た
身
ぶ
り

は
、
形
の
う
え
で
は
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
も
の
で
も
、
同
一
の
意
味
を
も
つ
こ
と
が
あ
り
う
る
。

　

（5）�　

│
│
部
③
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。「
感
覚
的
で
あ
り
か
つ
象
徴
的
で
あ
る
よ
う
な
記
号
に
か
か
わ
る
主
体
」

と
「
二
重
の
意
識
を
背
負
っ
た
主
体
」
が
さ
す
内
容
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
本
文
の
内
容
に
即
し
て
、
七
十
字

以
上
八
十
字
以
内
で
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

　
（6）　
│
│
部
④
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
は
ど
れ
か
。
ア
～
オ
か
ら
一
つ
選
べ
。

　
　
　
ア�　
こ
と
ば
は
現
実
の
感
覚
性
・
物
質
性
を
超
え
て
他
者
に
働
き
か
け
る
が
、
こ
と
ば
の
意
味
は
、
音
声
や
文

字
な
ど
の
綿
密
で
明
確
な
実
体
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。

　
　
　
イ�　
こ
と
ば
は
現
実
の
場
に
お
い
て
感
覚
性
や
物
質
性
を
失
う
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
と
ば
の
意
味
は
、
ふ
つ
う

の
言
語
行
為
に
お
い
て
常
に
意
識
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。

　
　
　
ウ�　
こ
と
ば
は
感
覚
的
・
物
質
的
に
他
者
に
働
き
か
け
、
こ
と
ば
の
意
味
は
、
そ
の
感
覚
性
や
物
質
性
を
超
え

よ
う
と
す
る
意
識
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
し
う
る
。

　
　
　
エ�　
こ
と
ば
は
音
声
や
文
字
を
基
盤
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
こ
と
ば
の
意
味
は
、
そ
の
つ
ら
な
り
を
ぼ
ん
や
り
と

見
た
り
聞
い
た
り
す
る
と
き
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

　
　
　
オ�　
こ
と
ば
は
音
声
や
文
字
を
基
盤
に
い
つ
で
も
同
じ
あ
ら
わ
れ
か
た
を
す
る
が
、
こ
と
ば
の
意
味
は
、
受
け

手
の
状
況
に
よ
っ
て
異
な
る
あ
ら
わ
れ
か
た
を
す
る
。
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