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■
凡
例

１

①
②
…
は
形
式
段
落
番
号
。
◆
は
、
設
問
。

２

▽
は
、
本
文
の
追
跡
・
分
析
。

３

▼
は
、
読
解
に
関
す
る
技
法
。

４

☆
は
、
記
述
に
関
す
る
技
法
。
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■
見
通
し
と
追
跡

①

●
ひ
ど
く
色
褪
せ
て
し
ま
っ
た
一
つ
の
言
葉
、
私
た
ち
の
も
と
で
ほ
と
ん
ど
死
語
と
化
し
つ
つ

あ
る
言
葉
が
、
指
さ
す
関
係
と
感
情
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
「
友
情
」
と
い
う
観
念
に
つ

い
て
で
あ
る
。
私
た
ち
は
気
恥
ず
か
し
さ
な
し
に
、
こ
の
言
葉
を
使
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い

る
。
そ
れ
は
た
ち
ま
ち
白
け
た
気
分
を
生
み
だ
し
た
り
、
道
化
た
響
き
を
誘
い
だ
し
て
し
ま
う
。
こ

の
◆
１
言
葉
の
瀕
死
状
態
は
、
私
た
ち
の
時
代
と
社
会
を
貫
く
ど
の
よ
う
な
事
態
を
映
し
だ
し
て
い

る
の
か
。

▽
明
確
に
問
い
が
設
定
さ
れ
る
。
現
在
、
「
友
情
」
と
い
う
言
葉
が
指
し
示
す
関
係
と
感
情
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
か
。
た
だ
し
、「
友
情
」
と
い
う
言
葉
は
、
今
や
、
気
恥
ず
か
し
さ
、
白
け
た
気
分
、

道
化
た
響
き
を
生
ん
で
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
の
時
代
と
社
会
の
あ
り
さ
ま
を
反
映
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
、
私
た
ち
の
時
代
と
社
会
の
あ
り
さ
ま
と
は
？

実
感
と
し
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
と
も
だ
ち
と
、
「
お
れ
た
ち
の
友
情
は
こ
れ
か
ら
も
変
わ
れ
へ

、
、

ん
よ
な
」
と
、
素
で
い
い
あ
え
る
だ
ろ
う
か
。
ど
こ
か
、
ギ
ャ
グ
、
み
た
い
に
な
っ
て
し
ま
わ
な
い

す

だ
ろ
う
か
。
ド
ラ
マ
の
中
の
こ
と
ば
の
よ
う
な
感
じ
に
な
っ
て
し
ま
う
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
、

正
面
切
っ
て
、「
友
情
っ
て
大
切
や
ん
」
と
、
い
え
な
く
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

、
、

◆
問
１
「
言
葉
の
瀕
死
状
態
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

こ
の
問
い
は
案
外
む
ず
か
し
い
。
原
則
通
り
☆
傍
線
部
延
長
し
て
、
「
こ
の
言
葉
の
瀕
死
状
態
」

、
、

と
す
れ
ば
☆
指
示
内
容
の
問
題
だ
。
さ
て
、
そ
こ
か
ら
が
一
手
間
か
か
る
。
☆
指
示
内
容
＝
直
前
＋

抜
き
出
し
の
原
則
で
い
け
ば
、「
私
た
ち
は
気
恥
ず
か
し
さ
な
し
に
、
こ
の
言
葉
を
使
う
こ
と
が
で

き
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
た
ち
ま
ち
白
け
た
気
分
を
生
み
だ
し
た
り
、
道
化
た
響
き
を
誘
い
だ

し
て
し
ま
う
」
を
ま
と
め
れ
ば
い
い
こ
と
に
な
る
。
傍
線
部
を
明
示
化
し
て
、
一
つ
の
文
に
す
れ
ば
、

「
私
た
ち
が
気
恥
ず
か
し
さ
を
感
じ
な
が
ら
、
友
情
と
い
う
言
葉
を
使
う
と
、
た
ち
ま
ち
白
け
た
気

分
が
生
ま
れ
た
り
、
道
化
た
響
き
が
誘
い
だ
さ
れ
て
し
ま
う
」
と
な
る
だ
ろ
う
。

こ
の
具
体
的
な
あ
り
さ
ま
と
、「
瀕
死
」
と
い
う
☆
比
喩
は
ど
の
よ
う
に
重
な
り
合
っ
て
い
る
の

か
。
言
葉
が
死
に
か
け
て
い
る
、
と
い
っ
て
も
、
意
味
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
、
だ
れ
も
使
わ
な
く

、
、
、
、
、
、
、

な
っ
て
い
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
死
語
」
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
友
情
と
い
う

言
葉
の
「
意
味
は
わ
か
る
」。
し
か
し
、
実
際
に
は
「
口
に
出
し
て
使
え
な
い
」。
こ
れ
を
「
瀕
死
状

態
」
と
い
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
生
き
て
は
い
る
（
意
味
は
わ
か
る
）
け
れ
ど
、
ほ
と
ん
ど
死
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ん
で
い
る
（
実
際
に
は
使
わ
れ
な
い
）
の
で
あ
る
。

〔
解
答
例
〕
「
言
葉
の
意
味
自
体
は
理
解
で
き
る
が
、
実
際
に
は
使
用
で
き
な
い
状
態
に
な
っ
て
い

る
こ
と
。」

※
具
体
的
に
「
実
際
に
使
う
と
白
け
た
気
分
が
生
ま
れ
た
り
、
道
化
た
響
き
が
誘
い
だ
さ
れ
て
し
ま

う
」
と
い
う
内
容
を
入
れ
て
も
い
い
。

②

●
そ
う
い
う
社
会
に
生
き
て
い
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
詩
句
は
ど
の
よ

、
、
、
、
、
、

う
に
受
け
と
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

嵐
は
や
ん
だ
…
…
生
き
残
り
は
僅
か
だ
…
…

友
情
の
点
呼
に
答
え
る
声
の
寂
し
さ
よ
…
…

誰
を
呼
ぼ
う
か
…
…
誰
に
話
そ
う
か
…
…

生
き
残
っ
た
私
の
こ
の
悲
し
い
喜
び
を
…
…

▽
「
そ
う
い
う
社
会
」
と
は
、
「
友
情
」
と
い
う
言
葉
が
、
ま
と
も
な
意
味
と
し
て
つ
か
え
な
く
な

っ
て
い
る
社
会
。

私
だ
け
が
生
き
残
っ
た
。
友
だ
ち
は
み
ん
な
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
私
は
生
き
残
っ
た
喜
び
と
孤
独

に
陥
っ
た
悲
し
み
を
、
だ
れ
か
と
わ
か
ち
あ
い
た
い
。
し
か
し
、
だ
れ
も
い
な
い
…
。

③

●
一
九
二
五
年
に
自
殺
し
た
ロ
シ
ア
の
詩
人
エ
セ
ー
ニ
ン
の
こ
の
詩
句
を
、
『
ガ
ン
病
棟
』
の

作
者
は
、
強
制
収
容
所
の
生
き
残
り
の
男
に
口
ず
さ
ま
せ
て
い
る
。
す
べ
て
を
奪
い
去
ら
れ
た
男
か

ら
発
せ
ら
れ
た
こ
の
言
葉
は
、
そ
こ
で
は
「
生
命
」
を
意
味
す
る
名
前
を
も
つ
女
性
に
よ
っ
て
受
け

と
め
ら
れ
て
い
た
。
私
た
ち
の
生
が
「
悲
し
い
喜
び
」
に
染
め
あ
げ
ら
れ
る
ほ
か
な
い
か
の
よ
う
に
。

▽
『
ガ
ン
病
棟
』
の
作
者
と
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ソ
ル
ジ
ェ
ニ
ツ
ィ
ン
。
ロ
シ
ア
の
作
家
。
一
九
一
八
年
生
ま

れ
。
二
〇
〇
八
年
八
月
没
。
一
九
四
五
年
、
砲
兵
中
隊
長
と
し
て
東
プ
ロ
イ
セ
ン
で
転
戦
中
、
思
想
的
理
由
か
ら
逮

捕
さ
れ
、
八
年
間
の
強
制
収
容
所
生
活
を
送
っ
た
。
そ
の
後
も
流
刑
者
と
し
て
カ
ザ
フ
に
あ
っ
た
が
、
五
六
年
の
第

二
〇
回
党
大
会
後
に
名
誉
を
回
復
さ
れ
る
。
六
二
年
一
一
月
、
収
容
所
体
験
に
題
材
を
と
っ
た
中
編
『
イ
ワ
ン
・
デ

ニ
ソ
ビ
チ
の
一
日
』
で
一
躍
世
界
的
な
注
目
を
浴
び
た
。
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
失
脚
後
、
作
者
へ
の
風
当
り
が
強
ま
り
、

本
国
で
は
ほ
と
ん
ど
作
品
発
表
の
道
を
閉
ざ
さ
れ
た
。
人
間
の
生
と
死
の
普
遍
的
問
題
を
五
〇
年
代
な
か
ば
の
ソ
連

の
状
況
の
な
か
で
と
ら
え
、
社
会
の
病
疾
を
え
ぐ
っ
た
長
編
『
ガ
ン
病
棟
』（
一
九
六
八
）、
囚
人
の
み
か
ら
な
る
科

学
研
究
所
を
舞
台
に
し
た
『
煉
獄(

れ
ん
ご
く)

の
な
か
で
（
第
一
圏
に
て
）
』（
一
九
六
九
）
な
ど
の
作
品
で
、
ト
ル

ス
ト
イ
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
伝
統
を
継
ぐ
大
作
家
と
の
評
価
が
国
際
的
に
も
定
ま
り
、
七
〇
年
度
ノ
ー
ベ
ル
文

学
賞
を
受
賞
。
一
九
七
一
年
に
は
ロ
シ
ア
革
命
の
歴
史
的
再
検
討
を
目
ざ
し
た
大
河
小
説
の
第
一
部
『
一
九
一
四
年

八
月
』
を
海
外
で
発
表
し
た
が
、
七
三
年
か
ら
ソ
連
当
局
の
政
治
的
非
難
が
強
ま
り
、
体
制
へ
の
根
源
的
批
判
の
書

『
収
容
所
群
島
』
の
刊
行
を
機
に
、
七
四
年
二
月
国
外
へ
追
放
、
以
後
は
チ
ュ
ー
リ
ヒ
を
経
て
ア
メ
リ
カ
に
定
住
。

④

●
収
容
所
世
界
と
友
情
。
こ
の
取
り
あ
わ
せ
は
、
私
た
ち
の
し
な
び
た
想
像
力
で
は
手
に
負
え

な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
す
べ
て
を
剥
ぎ
と
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
こ
に
「
核
心
」
の
み

が
露
に
な
る
と
い
う
、
そ
の
◆
２
逆
説
的
な
事
態
か
ら
目
を
そ
ら
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。

最
小
限
の
食
物
が
一
個
の
身
体
を
支
え
る
と
き
、
丹
念
に
噛
み
し
め
ら
れ
る
二
百
グ
ラ
ム
の
パ
ン
は
、

深
く
痛
切
な
祈
り
が
こ
め
ら
れ
た
物
と
な
る
。
二
百
グ
ラ
ム
の
重
さ
の
ま
ま
、
そ
れ
を
は
る
か
に
越

え
た
い
わ
ば
根
底
的
な
重
さ
を
獲
得
す
る
。
そ
れ
と
同
様
に
、
そ
こ
で
な
さ
れ
る
「
友
情
の
点
呼
」

は
、
た
だ
の
親
密
な
呼
び
か
け
で
は
な
い
。
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▽
そ
こ
で
な
さ
れ
る
「
友
情
の
点
呼
」
＝
収
容
所
世
界
で
な
さ
れ
る
友
へ
の
呼
び
か
け
。

◆
問
２
「
逆
説
的
な
事
態
」
と
は
何
を
さ
す
か
。

お
な
じ
み
、
逆
説
的
、
の
説
明
。
一
見
、
～
な
の
に
、
じ
つ
は
、
～
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
「
収

容
所
世
界
と
友
情
」
と
い
う
取
り
あ
わ
せ
は
、
一
見
矛
盾
し
て
い
る
。
「
収
容
所
」
は
、
人
間
的
な

結
び
つ
き
が
す
べ
て
奪
わ
れ
る
非
人
間
的
な
場
所
。
「
友
情
」
は
も
ち
ろ
ん
、
人
間
同
士
の
あ
た
た

か
い
結
び
つ
き
を
い
う
の
だ
か
ら
。
☆
傍
線
部
延
長
し
て
「
そ
の
逆
説
的
な
事
態
」
の
☆
指
示
内
容

を
と
ら
え
る
。
直
前
→
「
す
べ
て
を
剥
ぎ
と
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
こ
に
「
核
心
」
の
み
が
露
に

な
る
と
い
う
」
事
態
。
こ
の
内
容
を
わ
か
り
や
す
く
い
い
か
え
る
。

〔
解
答
例
〕「
収
容
所
は
、
人
間
的
な
結
び
つ
き
が
す
べ
て
奪
わ
れ
る
非
人
間
的
な
場
所
で
あ
る
が
、

す
べ
て
を
剥
ぎ
と
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
、
そ
こ
に
人
間
的
な
結
び
つ
き
の
最
も
大
事
な
部

分
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
こ
と
。」

⑤

●
人
間
を
と
り
ま
く
世
界
を
、
私
た
ち
に
生
き
ら
れ
る
世
界
た
ら
し
め
る
た
め
の
、
そ
れ
は
根

本
的
な
呼
び
か
け
と
な
る
。
互
い
に
呼
び
あ
い
答
え
あ
う
と
こ
ろ
に
の
み
、
人
間
的
世
界
が
立
ち
現

れ
る
と
す
れ
ば
、
す
べ
て
を
奪
い
と
ら
れ
た
「
生
き
残
り
」
の
点
呼
は
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
、
深
く
痛
切
な
連
帯
を
も
た
ら
す
声
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
◆
３
社
会
を
呼
び
寄
せ
る
声
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
友
情
は
、
ふ
や
け
た
気
恥
ず
か
し
い
も
の
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ

で
掴
み
と
ら
れ
た
社
会
関
係
の
取
っ
手
の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た
。
点
呼
の
声
は
社
会
破
壊
的
な
世

界
に
お
い
て
、
社
会
を
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
意
思
そ
の
も
の
と
な
る
。

▽
硬
い
言
葉
遣
い
だ
が
、
同
じ
こ
と
を
い
い
か
え
て
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
、
落
ち
着
い
て
整

理
し
よ
う
。

・
「
収
容
所
世
界
（
社
会
破
壊
的
な
世
界
）
で
な
さ
れ
る
友
へ
の
呼
び
か
け
」
＝
「
私
た
ち
に
生
き

ら
れ
る
世
界
（
人
間
的
世
界
）
に
す
る
た
め
の
呼
び
か
け
」

・
「
互
い
に
呼
び
あ
い
答
え
あ
う
」
→
「
人
間
的
世
界
が
立
ち
現
れ
る
」

・
「
す
べ
て
を
奪
い
と
ら
れ
た
「
生
き
残
り
」
の
点
呼
（
だ
れ
か
い
な
い
か
！
）」
→
「
深
く
痛
切
な

連
帯
を
も
た
ら
す
声
（
社
会
（
仲
間
・
友
情
）
を
呼
び
寄
せ
る
声
＝
社
会
関
係
（
つ
な
が
り
）
の
取

っ
手
）
を
獲
得
」
→
「
人
間
的
世
界
（
生
き
ら
れ
る
世
界
、
再
構
築
さ
れ
た
社
会
）
が
立
ち
現
れ
る
」

◆
問
３
「
社
会
を
呼
び
寄
せ
る
声
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

社
会
の
い
い
か
え
を
確
認
。
人
間
的
世
界
、
生
き
ら
れ
る
世
界
、
再
構
築
さ
れ
た
社
会
。
声
の
説

明
を
確
認
。
互
い
に
呼
び
あ
い
答
え
あ
う
声
、
深
く
痛
切
な
連
帯
を
も
た
ら
す
声
。

〔
解
答
例
〕「
人
間
的
世
界
を
再
び
作
り
出
す
た
め
に
、
互
い
に
呼
び
あ
い
答
え
あ
う
声
。」

⑥

●
エ
セ
ー
ニ
ン
の
死
の
前
年
、
イ
ギ
リ
ス
の
作
家
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
は
そ
の
小
説
の
な
か
で
、
イ

一
九
二
四

ギ
リ
ス
人
と
イ
ン
ド
人
、
す
な
わ
ち
植
民
地
支
配
に
よ
っ
て
引
き
裂
か
れ
た
人
間
た
ち
の
あ
い
だ
に

友
情
は
可
能
か
ど
う
か
を
問
い
つ
め
て
い
た
。
そ
の
困
難
を
書
き
し
る
し
て
い
た
。

▽
■
エ
セ
ー
ニ
ン
＝
一
八
九
五
―
一
九
二
五
。
ロ
シ
ア
の
叙
情
詩
人
。
中
部
ロ
シ
ア
、
リ
ャ
ザ
ニ
県
の
農
民
の
子
に

生
ま
れ
る
。
処
女
詩
集
『
招
魂
祭
』（
一
九
一
五
）
で
首
都
の
詩
壇
に
デ
ビ
ュ
ー
。
処
女
詩
集
で
、
貧
し
い
農
村
ロ
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シ
ア
へ
の
愛
、
漂
泊
、
ソ
バ
の
花
や
、
牧
歌
的
自
然
の
遠
景
に
置
か
れ
た
ロ
シ
ア
の
心
優
し
い
キ
リ
ス
ト
を
賛
歌
し

た
彼
は
、
一
七
年
、
十
月
革
命
を
歓
喜
し
て
迎
え
る
と
同
時
に
、
農
民
社
会
主
義
の
理
念
に
燃
え
る
「
ス
キ
タ
イ
人
」

グ
ル
ー
プ
の
積
極
的
一
員
と
し
て
活
躍
。
二
一
～
二
三
年
、
愛
人
イ
サ
ド
ラ
・
ダ
ン
カ
ン
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
メ
リ

カ
旅
行
に
出
る
が
、
文
明
に
絶
望
、
ま
た
現
実
の
革
命
ロ
シ
ア
の
未
来
像
に
も
幻
滅
し
、
農
民
反
乱
の
王
国
へ
回
帰

し
、
『
酔
い
ど
れ
モ
ス
ク
ワ
』
や
詩
劇
『
ろ
く
で
な
し
の
国
』
を
書
く
こ
と
で
精
神
上
の
危
機
を
乗
り
越
え
よ
う
と

す
る
。
ト
ル
ス
ト
イ
の
孫
娘
ソ
フ
ィ
ヤ
と
結
婚
、
生
涯
の
暗
部
を
回
想
し
た
長
詩
『
不
吉
の
人
』（
一
九
二
五
）
で

デ
カ
ダ
ン
な
生
活
か
ら
再
生
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
や
さ
き
の
二
五
年
一
二
月
二
八
日
、
投
宿
中
の
サ
ン
ク
ト
・

ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
の
ホ
テ
ル
で
、
血
で
詩
「
さ
よ
う
な
ら
友
よ
」
を
書
き
残
し
て
縊
死
し
た
。

い

し

■
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
＝
一
八
七
九
―
一
九
七
〇
。
イ
ギ
リ
ス
の
小
説
家
、
評
論
家
。
一
月
一
日
、
ロ
ン
ド
ン
の
福
音
派

の
一
派
で
富
裕
な
ク
ラ
パ
ム
派
の
名
家
に
つ
な
が
る
建
築
家
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
に
学
ん

だ
が
、
の
ち
に
「
ブ
ル
ー
ム
ズ
ベ
リ
ー
・
グ
ル
ー
プ
」
を
形
成
す
る
人
々
と
交
わ
り
、
因
習
化
し
て
自
由
を
拘
束
す

る
ば
か
り
の
キ
リ
ス
ト
教
を
棄
て
、
人
間
の
多
面
的
才
能
を
養
う
こ
と
を
理
想
と
す
る
異
教
的
な
ギ
リ
シ
ア
文
化
に

ひ
か
れ
た
。
代
表
作
『
イ
ン
ド
へ
の
道
』
（
一
九
二
四
）
で
は
、
イ
ン
ド
で
の
生
活
体
験
を
も
と
に
、
異
文
化
間
の

相
互
理
解
の
む
ず
か
し
さ
を
描
い
た
。
彼
の
作
品
に
は
、
現
世
で
の
人
間
相
互
の
理
解
の
困
難
に
絶
望
し
な
が
ら
も
、

神
秘
的
経
験
に
媒
介
さ
れ
る
理
解
の
可
能
性
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

⑦

●
帝
国
主
義
と
友
情
。
二
十
世
紀
の
も
う
一
つ
の
主
題
を
か
た
ち
づ
く
る
こ
の
組
み
あ
わ
せ
は
、

大
日
本
帝
国
の
後
裔
に
と
っ
て
む
ろ
ん
無
縁
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
い
ま
も
そ
れ
に

つ
い
て
根
本
的
な
反
省
を
迫
ら
れ
る
事
態
を
抱
え
た
ま
ま
で
あ
る
。
植
民
地
主
義
と
い
う
外
傷
は
、

私
た
ち
の
社
会
的
の
み
な
ら
ず
精
神
的
な
内
容
を
も
貫
く
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
様
に
、
帝
国
主

義
の
遺
産
を
受
け
つ
い
だ
社
会
主
義
国
に
と
っ
て
も
深
刻
な
課
題
で
あ
っ
た
。
領
土
や
国
境
や
国
家

形
態
の
相
続
は
、
そ
の
政
治
的
思
想
や
行
動
様
式
を
汚
染
せ
ず
に
お
か
な
い
の
で
あ
る
。

▽
何
を
さ
し
て
い
る
の
か
、
知
識
的
な
前
提
が
必
要
。
⑥
に
あ
っ
た
「
帝
国
主
義
と
友
情
」
と
い
う

主
題
と
は
、
「
植
民
地
支
配
に
よ
っ
て
引
き
裂
か
れ
た
人
間
た
ち
の
あ
い
だ
に
友
情
は
可
能
か
」
と

い
う
問
い
の
こ
と
で
あ
る
。
在
日
韓
国
朝
鮮
人
と
日
本
人
の
あ
い
だ
に
友
情
は
可
能
か
、
と
い
う
の

も
そ
の
問
い
の
一
つ
で
あ
る
。

⑧
●

｢

た
と
い
五
千
五
百
年
か
か
っ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
あ
な
た
た
ち
を
追
い
出
し
て
み
せ
る
。

…
…
そ
う
し
た
ら
、
あ
な
た
と
わ
た
し
は
友
人
に
な
れ
る
だ
ろ
う
。」
と
い
う
小
説
の
な
か
の
イ
ン

ド
人
の
言
葉
は
、
い
ま
も
世
界
の
各
地
に
か
た
ち
を
変
え
て
反
響
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
「
独
立
」

を
め
ぐ
っ
て
民
族
間
が
衝
突
を
繰
り
か
え
し
、
独
裁
体
制
を
倒
し
て
「
自
由
」
に
な
っ
た
は
ず
の
地

域
で
少
数
民
族
に
対
す
る
迫
害
が
頻
発
し
、
同
じ
く
「
民
主
化
」
し
つ
つ
あ
る
社
会
で
「
自
分
た
ち

の
国
は
自
分
た
ち
の
も
の
」
と
い
っ
た
意
味
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
に
他
民
族
の
住
民
を
追
放
し
よ

う
と
す
る
。
独
立
も
自
由
も
民
主
化
も
、
二
十
世
紀
の
精
神
的
な
地
形
の
も
と
で
は
、
異
質
な
人
々

と
「
友
人
に
な
れ
る
」
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
友
情
は
、
◆

４
民
族
国
家
と
い
う
隔
壁
の
も
と
で
、
そ
の
働
き
を
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
試
さ
れ
て
い
る
。

▽
「
日
本
は
日
本
人
の
た
め
の
も
の
だ
。
外
国
人
は
出
て
行
け
」
と
い
う
言
葉
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
世
界
の
中
に
あ
ふ
れ
か
え
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
「
国
」
や
「
民
族
」
が
、
互
い
に
異
質
な

「
国
民
」
や
「
民
族
」
を
排
斥
し
合
っ
て
い
る
。

◆
問
４
「
民
族
国
家
と
い
う
隔
壁
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

形
式
的
な
目
の
付
け
所
は
、（
☆
傍
線
部
延
長
し
て
）「
民
族
国
家
と
い
う
隔
壁
の
も
と
で
」
の
「
も
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と
で
」
。
「
「
自
分
た
ち
の
国
は
自
分
た
ち
の
も
の
」
と
い
っ
た
意
味
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
に
」
に

目
が
い
く
だ
ろ
う
。「
民
族
国
家
と
い
う
、
人
と
人
を
隔
て
る
壁
」
と
は
、「
自
分
た
ち
の
国
は
自
分

た
ち
の
も
の
と
い
う
考
え
に
基
づ
い
て
、
人
と
人
を
隔
て
よ
う
と
す
る
こ
と
」
を
指
し
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
民
族
自
決
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
れ
が
現
実
的
に
は
悲
劇
を
生
ん
で
い
る
。

〔
解
答
例
〕
「
一
つ
の
国
は
一
つ
の
民
族
の
も
の
と
い
う
考
え
に
基
づ
い
て
、
他
民
族
の
住
民
を
追

放
し
よ
う
と
す
る
考
え
。」

⑨

●
友
情
に
つ
い
て
の
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
自
身
の
態
度
は
、
シ
ン
プ
ル
だ
が
力
強
い
も
の
だ
っ
た
。

第
二
次
大
戦
直
前
に
執
筆
さ
れ
た
有
名
な
エ
ッ
セ
イ
の
な
か
で
、
か
れ
は
言
い
き
っ
て
い
る
。

も
し
私
が
国
を
裏
切
る
か
友
人
を
裏
切
る
か
、
ど
ち
ら
か
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

し
た
ら
、
国
を
裏
切
る
勇
気
を
も
ち
た
い
と
思
う
。

⑩

●
こ
の
応
答
は
個
人
主
義
に
す
ぎ
な
い
と
か
、
こ
の
よ
う
な
「
人
格
的
関
係
」
に
立
脚
す
る
態

度
で
は
現
実
の
事
態
に
対
処
で
き
な
い
、
と
い
っ
た
批
判
が
あ
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
個
人
主
義

と
表
裏
一
体
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
す
ぎ
な
い
、
と
訳
知
り
顔
に
解
説
さ
れ
て
し
ま
う
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
私
た
ち
の
周
囲
に
こ
れ
ほ
ど
◆
５
力
強
い
個
人
主
義
を
み
る
こ
と
は
稀
な
の
で

あ
る
。

▽
問
５
は
、
⑪
を
読
ん
で
か
ら
。
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
＝
世
界
主
義
。
個
人
と
世
界
が
直
接
結
び

つ
く
。

⑪

●
友
人
に
対
す
る
愛
情
と
誠
実
は
、
し
ば
し
ば
国
家
の
要
求
や
指
令
と
背
反
し
対
立
す
る
。
こ

こ
に
あ
る
の
は
、「
国
家
を
倒
せ
、
と
私
は
言
う
が
、
そ
れ
は
国
家
が
私
を
倒
す
だ
ろ
う
こ
と
を
意

味
す
る
」
こ
と
を
覚
悟
し
た
、
個
人
主
義
で
あ
り
「
友
情
」
思
想
な
の
で
あ
る
。
こ
の
思
想
態
度
は

も
っ
と
先
へ
行
け
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
貨
幣
に
還
元
さ
れ
る
体
制
に
対
し
て
、
神
と
か
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
ー
ト
と
か
に
還
元
さ
れ
る
体
制
は
、
真
に
対
立
的
で
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
り
う
る

た
め
に
は
、
何
も
の
に
も
還
元
さ
れ
ず
回
収
さ
れ
な
い
、
ま
た
◆
６
関
係
性
以
外
に
立
脚
し
な
い
、

そ
の
意
味
で
ア
ナ
ー
キ
ー
な
思
想
の
核
を
必
要
と
す
る
の
で
は
な
い
か
。
徹
底
し
た
友
情
の
観
念
は

そ
の
可
能
性
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
う
。

◆
問
５
「
力
強
い
個
人
主
義
」
と
は
、
ど
の
点
で
そ
う
で
あ
る
の
か
。

「
国
を
裏
切
る
か
友
人
を
裏
切
る
か
、
ど
ち
ら
を
選
ぶ
か
と
い
う
問
い
に
対
し
、
国
を
裏
切
る
方

を
選
ぶ
」
点
を
「
力
強
い
個
人
主
義
」
と
い
っ
て
い
る
。
国
を
選
ぶ
決
意
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。

「
そ
れ
は
国
家
が
私
を
倒
す
だ
ろ
う
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
を
覚
悟
し
た
個
人
主
義
で
あ
る
」
。
国

家
の
要
求
や
命
令
に
反
抗
し
た
た
め
に
、
国
家
に
殺
さ
れ
る
こ
と
を
覚
悟
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

〔
解
答
例
〕「
（
友
情
を
貫
く
た
め
に
）
国
家
の
要
求
や
命
令
に
反
抗
す
る
こ
と
に
な
り
、
国
家
に
殺

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
も
よ
い
と
覚
悟
し
て
い
る
点
。」

◆
問
６
「
関
係
性
以
外
に
立
脚
し
な
い
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

こ
こ
は
筆
者
の
こ
と
ば
が
少
し
足
り
な
い
部
分
だ
と
思
う
。
わ
か
っ
て
も
ら
お
う
と
す
る
気
持
ち

に
欠
け
て
い
る
か
も
…
。

- 6/12 -

「
貨
幣
に
還
元
さ
れ
る
体
制
」
と
は
、
自
由
主
義
経
済
・
資
本
主
義
経
済
に
支
配
さ
れ
て
い
る
世

界
の
こ
と
。
な
ん
で
も
お
金
、
お
金
に
は
勝
て
な
い
世
界
。
お
金
が
一
番
強
い
価
値
で
あ
っ
て
、
だ

も
が
そ
れ
を
拠
り
所
と
し
て
い
る
世
界
の
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
今
の
私
た
ち
の
世
界
。「
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
ー
ト
に
還
元
さ
れ
る
体
制
」
と
は
、
資
本
主
義
世
界
と
は
違
っ
て
、
資
本
家
に
対
立
す
る
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
ー
ト
（
労
働
者
階
級
）
に
価
値
を
置
く
世
界
。
社
会
主
義
体
制
が
目
指
し
た
世
界
。
「
神

に
還
元
さ
れ
る
体
制
」
は
、
キ
リ
ス
ト
教
会
と
か
イ
ス
ラ
ム
と
か
、
宗
教
的
価
値
が
絶
対
の
世
界
。

筆
者
は
、
「
真
に
対
立
的
で
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
」
と
疑
問
形
で
止
め
て
い
る
が
、
こ
こ
の
真
意

は
、
対
立
的
で
は
あ
り
得
な
い
、
と
い
う
反
語
形
で
あ
る
。
「
貨
幣
・
社
会
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

・
宗
教
と
い
っ
た
絶
対
的
な
価
値
を
拠
り
所
と
す
る
思
想
は
、
ど
れ
も
だ
め
だ
」
と
い
い
た
い
の
で

あ
る
。
「
そ
う
で
あ
り
う
る
た
め
に
は
」
＝
「
絶
対
的
な
価
値
を
拠
り
所
と
す
る
思
想
と
真
に
対
立

的
で
あ
る
た
め
に
は
」「
何
も
の
に
も
還
元
さ
れ
ず
回
収
さ
れ
な
い
、
関
係
性
以
外
に
立
脚
し
な
い
、

そ
の
意
味
で
ア
ナ
ー
キ
ー
な
思
想
の
核
が
必
要
だ
」
と
い
う
文
意
で
あ
る
。
ア
ナ
ー
キ
ー
と
い
う
の

は
、
あ
ら
ゆ
る
権
力
を
拒
否
し
、
絶
対
的
な
自
由
を
求
め
る
思
想
、
と
い
う
意
味
。

こ
こ
で
よ
う
や
く
、
筆
者
の
い
い
た
い
の
は
、
「
絶
対
的
な
価
値
を
拠
り
所
と
し
な
い
、
関
係
性

以
外
を
拠
り
所
と
し
な
い
思
想
」
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。

〔
解
答
例
〕「
（
神
や
貨
幣
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
っ
た
）
絶
対
的
な
価
値
を
拠
り
所
と
せ
ず
、
個
人

ど
う
し
の
愛
情
と
誠
実
に
基
づ
く
関
係
だ
け
を
拠
り
所
と
す
る
こ
と
。」

⑫

●
そ
し
て
ま
た
、
国
家
と
友
人
と
の
選
択
に
関
し
て
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
が
古
代
ロ
ー
マ
を
引
き
あ

い
に
出
し
た
よ
う
に
、
こ
の
友
情
の
思
想
は
、
長
い
時
間
を
か
け
て
育
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
本
来
◆
７
長
持
ち
の
す
る
思
想
で
あ
っ
た
。
古
代
の
「
友
情
の
政
治
学
」
に
お
い
て
は
、
異

質
な
人
々
の
あ
い
だ
に
対
等
性
に
も
と
づ
く
意
見
と
信
頼
の
空
間
を
共
有
さ
せ
る
友
情
の
働
き
は
、

自
治
的
社
会
を
形
成
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
以
来
そ
れ
は
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
個
人
を
他
者

と
結
び
つ
け
、
政
治
、
経
済
、
宗
教
、
そ
の
他
の
活
動
を
含
む
関
係
に
関
与
さ
せ
て
、
社
会
的
存
在

と
す
る
動
力
で
あ
っ
た
。
言
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
は
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
、
諸
個
人
の

あ
い
だ
に
友
人
関
係
を
形
成
し
定
着
さ
せ
る
た
め
の
慣
習
と
制
度
を
備
え
、
そ
の
た
め
の
「
感
情
教

育
」
を
用
意
し
て
い
た
。
◆
８
そ
れ
な
し
に
は
社
会
が
社
会
た
り
え
な
い
基
礎
的
感
情
だ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。

▽
「
友
情
」
の
機
能
、
は
た
ら
き
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
友
情
は
、「
異
質
な
人
々
の
あ
い
だ
に
対

等
性
に
も
と
づ
く
意
見
と
信
頼
の
空
間
を
共
有
さ
せ
る
」。
身
近
な
例
で
い
え
ば
、
よ
い
「
ク
ラ
ス
」

は
そ
う
だ
ろ
う
。
ま
た
、
友
情
は
「
個
人
を
（
他
者
と
結
び
つ
け
、
社
会
的
関
係
に
関
与
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
）
社
会
的
存
在
に
す
る
」。
友
情
な
し
に
は
社
会
は
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。

◆
問
７
「
長
持
ち
の
す
る
思
想
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

何
を
答
え
て
ほ
し
い
の
か
、
ち
ょ
っ
と
わ
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
端
的
に
い
う
な
ら
、

「
友
情
の
思
想
は
、
長
い
時
間
を
か
け
て
育
ま
れ
て
き
た
」
思
想
だ
と
い
う
こ
と
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。「
長
い
時
間
」
の
内
容
を
か
ん
た
ん
に
補
足
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

〔
解
答
例
〕
「
友
情
の
思
想
は
、
古
代
以
来
、
異
質
な
人
々
を
結
び
つ
け
、
個
人
を
社
会
的
存
在
に

す
る
思
想
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
。」
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◆
問
８
「
そ
れ
」
と
は
何
を
さ
す
か
。

も
ち
ろ
ん
、「
友
情
の
思
想
」
だ
が
、
あ
と
に
続
く
部
分
を
補
っ
て
お
き
た
い
。
友
情
と
は
、
社

会
を
構
成
す
る
た
め
の
基
礎
的
感
情
だ
っ
た
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

〔
解
答
例
〕「
社
会
を
構
成
す
る
た
め
の
基
礎
的
感
情
で
あ
る
友
情
の
思
想
。」

⑬

●
そ
の
観
念
は
少
な
く
と
も
、
十
八
世
紀
末
の
文
学
者
の
「
友
情
こ
そ
が
社
会
の
最
も
聖
な
る

絆
で
あ
る
。
」
と
い
う
主
張
を
へ
て
、
今
世
紀
初
頭
の
哲
学
者
に
よ
る
「
友
情
な
し
に
は
、
世
界
に

は
社
会
と
い
う
も
の
は
全
く
存
在
し
な
い
。
」（
ア
ラ
ン
）
と
い
う
定
義
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
こ
の

概
念
の
身
上
書
に
は
、
様
々
の
社
会
形
態
に
お
け
る
そ
の
重
要
性
が
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
友
情
と
い
う
言
葉
か
ら
意
味
を
叩
き
出
し
て
し
ま
い
、
ほ
と
ん
ど
死
語
化

さ
せ
て
い
る｢

社
会
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。

▽
最
初
の
問
い
に
戻
る
。
社
会
を
構
成
す
る
要
で
あ
る
友
情
が
な
い
「
社
会
」
と
は
？

⑭

●
こ
の
「
戦
争
と
革
命
の
世
紀
」
は
、
強
制
収
容
所
と
難
民
を
生
み
だ
し
、
相
互
の
不
信
と
憎

悪
を
生
み
だ
し
つ
づ
け
て
き
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
非
情
の
世
界
に
生
き
る
人
々
を
隅
々
ま
で
貫
い
て
、

友
情
の
空
間
な
ど
跡
形
も
な
く
破
壊
し
て
し
ま
う
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
友
情
を
ま
す
ま
す
◆
９
私
的
な
温
も
り
の
な
か
に
封
じ
こ
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
。

▽
こ
の
「
戦
争
と
革
命
の
世
紀
」
と
は
、
二
〇
世
紀
。
二
度
の
世
界
大
戦
。
民
族
紛
争
。
全
体
主
義

体
制
に
よ
る
強
制
収
容
所
。
前
回
の
岡
真
理
の
文
章
、
い
つ
か
の
石
原
吉
郎
の
シ
ベ
リ
ア
収
容
所
の

話
な
ど
も
思
い
起
こ
し
て
も
ら
い
た
い
。

こ
こ
で
い
っ
た
ん
、
筆
者
は
、
悲
観
的
な
こ
と
を
書
く
。

◆
問
９
「
私
的
な
温
も
り
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

☆
対
比
的
に
書
く
べ
き
。
〈
友
情
＝
社
会
的
〉
の
対
と
し
て
〈
友
情
＝
私
的
〉
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。

〔
解
答
例
〕
「
社
会
を
構
成
す
る
感
情
と
し
て
の
友
情
で
は
な
く
、
個
人
的
な
関
係
に
と
ど
ま
る
感

情
と
し
て
の
友
情
。」

⑮

●
し
か
し
、
対
抗
社
会
へ
呼
び
か
け
る
友
情
の
点
呼
が
か
き
消
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の

声
を
聞
き
わ
け
る
聴
力
が
失
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
エ
セ
ー
ニ
ン
や
フ
ォ

ー
ス
タ
ー
た
ち
に
よ
っ
て
告
知
さ
れ
た
、
い
わ
ば
二
十
世
紀
の
時
代
経
験
と
し
て
の
友
情
は
、
ど
の

よ
う
な
か
た
ち
で
成
立
し
、
ど
の
よ
う
な
場
所
を
支
え
る
も
の
と
し
て
あ
っ
た
の
か
。
少
な
く
と
も
、

そ
れ
を
見
届
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
担
い
え
た
意
義
と
そ
れ
が
被
っ
た
制

約
と
は
、
私
た
ち
が
生
き
る
社
会
の
内
実
を
指
し
示
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

▽
悲
劇
の
後
に
、
な
お
呼
び
か
け
よ
う
と
す
る
友
情
の
声
、
こ
れ
を
「
二
十
世
紀
の
時
代
経
験
と
し

て
の
友
情
」
と
い
っ
て
い
る
。
友
情
は
、
な
お
、
生
き
続
け
て
い
る
。
そ
れ
に
は
、
あ
る
意
義
が
あ

っ
た
は
ず
。
筆
者
は
そ
う
考
え
て
い
る
。
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⑯

●
た
と
え
ば
一
九
三
六
年
の
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
、
バ
ル
セ
ロ
ナ
出
身
の
少
年
兵
士
と
イ
ギ
リ

ス
か
ら
来
た
伍
長
の
あ
い
だ
の
奇
妙
な
交
流
。
イ
ギ
リ
ス
人
の
持
ち
物
を
盗
ん
だ
嫌
疑
を
か
け
ら
れ

屈
辱
を
う
け
た
少
年
が
、
分
隊
で
悶
着
を
起
こ
し
て
孤
立
し
た
そ
の
伍
長
を
一
転
し
て
庇
い
つ
づ
け

る
。
ほ
と
ん
ど
信
じ
が
た
く
み
え
る
「
好
意
の
蘇
生
」
で
あ
っ
た
。
以
後
二
人
の
あ
い
だ
に
交
流
が

深
め
ら
れ
て
い
く
。
―
―
い
か
に
も
小
さ
な
事
件
で
あ
る
。
と
る
に
た
り
な
い
と
言
っ
て
い
い
出
来

事
で
あ
る
。
し
か
し
、
戦
闘
の
合
間
の
こ
の
小
さ
な
出
来
事
を
、
イ
ギ
リ
ス
人
伍
長
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ

ー
ウ
ェ
ル
は
大
切
な
記
憶
と
し
て
持
ち
つ
づ
け
た
（
『
ス
ペ
イ
ン
戦
争
回
顧
』）。

▽
■
オ
ー
ウ
ェ
ル
＝
一
九
〇
三
―
五
〇
年
。
イ
ギ
リ
ス
の
小
説
家
、
批
評
家
。
税
関
吏
の
息
子
と
し
て
イ
ン
ド
に
生

ま
れ
、
八
歳
で
帰
国
。
授
業
料
減
額
で
寄
宿
学
校
に
入
り
、
奨
学
金
で
イ
ー
ト
ン
校
を
卒
業
し
た
が
、
大
学
に
進
ま

ず
に
た
だ
ち
に
ビ
ル
マ
の
警
察
官
と
な
り
、
植
民
地
の
実
態
を
経
験
。
一
九
三
六
年
か
ら
ス
ペ
イ
ン
内
戦
に
共
和
側

と
し
て
参
加
し
た
が
負
傷
。『
カ
タ
ロ
ニ
ア
讃
歌
』（
一
九
三
八
）
は
こ
こ
で
行
わ
れ
た
激
し
い
内
部
闘
争
の
実
態
の

報
告
、
糾
弾
の
書
で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
中
は
Ｂ
Ｂ
Ｃ
で
極
東
宣
伝
放
送
を
担
当
。
戦
争
中
ソ
連
の
ス
タ
ー
リ

ン
体
制
を
鋭
く
戯
画
化
し
た
動
物
寓
話
『
動
物
農
場
』
を
執
筆
、
戦
争
直
後
の
四
五
年
に
出
版
、
一
躍
ベ
ス
ト
セ
ラ

ー
作
家
と
な
っ
た
。
四
九
年
、
言
語
、
思
考
ま
で
を
含
め
た
人
間
の
す
べ
て
の
生
活
が
全
体
主
義
に
支
配
さ
れ
た
世

界
を
描
い
た
未
来
小
説
『
一
九
八
四
年
』
（
一
九
四
九
）
を
完
成
し
た
。
こ
の
最
後
の
二
作
は
現
代
社
会
の
全
体
主

義
的
傾
向
を
批
判
、
風
刺
し
た
文
学
と
し
て
重
要
。

⑰

●
そ
れ
は
、
二
人
が
「
感
情
の
幅
を
拡
げ
る
経
験
」
を
共
に
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
可
能
だ
っ
た

と
考
え
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
か
れ
に
と
っ
て
◆

「
革
命
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ

10

ま
り
、
そ
の
さ
さ
や
か
な
「
好
意
」
の
交
換
は
、
あ
ら
ゆ
る
「
基
本
的
な
感
情
」
に
背
を
む
け
、
そ

の
幅
を
切
り
つ
め
て
し
ま
う
現
代
社
会
に
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。〔
読
２
〕
友
情

は
こ
う
し
て
二
十
世
紀
の
文
明
世
界
を
相
手
ど
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
趨
勢
に
対
決
す
る
関
係
を
支

え
る
も
の
と
な
る
。
し
か
し
逆
に
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
小
さ
な
場
所
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
ほ
ど
、
こ
の
世
界
は
苛
酷
さ
に
覆
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

◆
問

「
革
命
」
と
は
。
こ
の
場
合
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

10
「
革
命
」
の
辞
書
的
な
意
味
は
、
「
被
支
配
階
級
が
支
配
階
級
を
暴
力
的
に
打
倒
し
、
政
治
権
力

を
握
り
、
社
会
を
変
革
す
る
こ
と
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
意
味
を
広
げ
て
「
支
配
的
な
も
の
に

対
す
る
抵
抗
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
に
と
っ
て
お
こ
う
。
「
つ
ま
り
」
に
注
目
し
て
「
そ
の
さ
さ
や

か
な
「
好
意
」
の
交
換
は
、
〔
あ
ら
ゆ
る
「
基
本
的
な
感
情
」
に
背
を
む
け
、
そ
の
幅
を
切
り
つ
め

て
し
ま
う
〕
現
代
社
会
に
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
を
材
料
に
し
て
解
答
を
作
る
。

〔
解
答
例
〕
「
少
年
と
の
さ
さ
や
か
な
好
意
の
交
換
は
、
人
を
結
び
つ
け
る
基
本
的
な
感
情
で
あ
る

友
情
に
背
を
む
け
、
そ
の
幅
を
狭
め
て
い
る
現
代
社
会
に
抵
抗
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。」

⑱

●
た
と
え
ば
ま
た
、
一
九
六
八
年
の
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
或
る
ア
メ
リ
カ
人
と
ベ
ト
ナ
ム
人
、

す
な
わ
ち
敵
対
国
の
人
間
の
あ
い
だ
の
ぎ
く
し
ゃ
く
し
た
交
流
。
そ
こ
に
興
味
深
い
こ
と
に
、
オ
ー

ウ
ェ
ル
と
同
様
に
「
感
情
の
幅
」
を
め
ぐ
る
議
論
が
登
場
す
る
。
ハ
ノ
イ
を
訪
れ
た
一
人
の
ア
メ
リ

カ
人
は
、
ベ
ト
ナ
ム
と
い
う
国
の
相
貌
が
容
易
に
つ
か
め
ず
、
思
い
こ
み
と
は
違
っ
て
知
的
に
も
感

性
的
に
も
つ
な
が
り
を
つ
く
り
だ
せ
な
い
こ
と
に
困
惑
す
る
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
「
ベ
ト
ナ
ム
人
の

あ
い
だ
に
感
情
の
幅
広
い
領
域
が
な
い
こ
と
」
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
た
。
◆

こ
の
隔
た
り
と
不

11

信
と
苛
立
ち
の
感
情
を
と
き
ほ
ぐ
し
た
の
は
、
そ
の
ア
メ
リ
カ
人
を
受
け
と
め
る
ベ
ト
ナ
ム
の
人
々
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の
態
度
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

◆
問

「
こ
の
隔
た
り
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

11
☆
指
示
内
容
→
直
前
＋
抜
き
出
し
。

〔
解
答
例
〕「
知
的
に
も
感
性
的
に
も
つ
な
が
り
を
つ
く
り
だ
せ
な
い
こ
と
。」

⑲

●｢

こ
の
よ
う
な
歴
史
の
瞬
間
に
、
ベ
ト
ナ
ム
の
人
び
と
が
ア
メ
リ
カ
人
を
盟
友
と
し
て
迎
え

る
所
以
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
私
は
具
体
的
に
想
像
し
は
じ
め
た
。」（
ソ
ン
タ
グ
『
ハ
ノ
イ
へ
の
旅
』）

こ
こ
で｢

盟
友
」
で
あ
る
こ
と
は
、
た
だ
ち
に
革
命
的
で
も
な
け
れ
ば
世
界
を
相
手
ど
る
こ
と
で
も

な
い
。
わ
ず
か
に
不
信
を
解
き
ほ
ぐ
し
、
そ
の
隔
た
り
に
つ
い
て
想
像
力
を
促
す
だ
け
で
あ
る
。
そ

れ
は
さ
さ
や
か
な
働
き
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
憎
悪
の
充
満
し
た
こ
の
世
界
の
な
か
で
、
敵
対
者

の
あ
い
だ
に
つ
な
が
り
を
生
み
だ
し
、
そ
れ
を
「
具
体
的
な
想
像
」
に
よ
っ
て
堅
固
な
も
の
と
す
る

の
は
、
束
の
間
で
あ
ろ
う
と
友
情
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
関
係
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
外
に

し
て
は
な
か
っ
た
。
そ
の
と
き
世
界
は
、
敵
意
と
残
酷
に
塗
り
こ
め
ら
れ
な
い
場
所
を
も
つ
こ
と
が

で
き
た
の
で
あ
る
。

▽
敵
対
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
人
を
、
ベ
ト
ナ
ム
の
人
々
は
、
な
ぜ
、
友
と
し
て
迎
え
た
の
か
。
「
わ

ず
か
に
不
信
を
解
き
ほ
ぐ
し
、
そ
の
隔
た
り
に
つ
い
て
想
像
力
を
促
す
だ
け
」
「
束
の
間
で
あ
ろ
う

と
友
情
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
」。

■
ス
ー
ザ
ン
・
ソ
ン
タ
グ
＝
一
九
三
三
―
―
二
〇
〇
四
年
。
ア
メ
リ
カ
の
作
家
、
批
評
家
。

⑳

●
こ
の
二
つ
の
場
面
に
お
い
て
、
か
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
、
た
ん
に
心
を
許
し
あ
う
親

密
さ
に
と
ど
ま
ら
な
い
友
情
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
私
た
ち
が
深
く
呼
吸
を
し
互
い
に
生
き
て
い

く
世
界
を
支
え
る
条
件
と
し
て
、
友
情
に
も
と
づ
く
関
係
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
ス

ペ
イ
ン
の｢

革
命
」
や
ベ
ト
ナ
ム
の
「
社
会
主
義
」
に
相
対
し
た
と
き
、
か
れ
ら
が
教
条
や
出
来
合

い
の
概
念
に
よ
っ
て
で
な
く
、
そ
れ
を
支
え
る
「
感
情
」
の
次
元
に
立
ち
も
ど
っ
て
考
え
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
教
義
と
そ
の
解
釈
に
、
事
柄
に
つ
い
て
の
独
占
権
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い

の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
普
段
の
生
活
の
な
か
で
切
り
縮
め
ら
れ
た
感
情
の
幅
を
拡
げ
る
も
の
で
な

け
れ
ば
「
革
命
」
に
値
し
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
多
様
な
も
の
を
受
容
す
る
幅
ひ
ろ
い
感
情
領
域
が
な

け
れ
ば
「
社
会
主
義
」
は
窮
屈
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

▽
筆
者
の
主
張
が
現
れ
る
。
社
会
を
支
え
る
の
は
、
友
情
で
あ
る
。
教
条
や
出
来
合
い
の
概
念
で
は

な
い
。
実
際
の
「
社
会
」
を
考
え
る
と
き
、
こ
の
こ
と
は
、
実
感
と
し
て
伝
わ
っ
て
く
る
。

●｢

感
情
の
幅
」
の
広
狭
と
は
い
か
に
も
曖
昧
な
範
疇
で
あ
る
。
理
念
や
教
義
の
厳
格
な
受
容

21者
に
は
耐
え
が
た
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
い
う
ま
で
も
な
く
人
間
に
と
っ
て
耐
え
が
た
い
の

は
、
精
緻
な
教
義
が
現
実
化
し
て
い
な
い
こ
と
で
は
な
く
、
か
つ
て
プ
ラ
ハ
の
二
千
語
宣
言
が
「
市

民
の
あ
い
だ
で
信
頼
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
正
直
が
通
ら
な
く
な
っ
た
。」
と
声
を
あ
げ
た
よ
う
に
、

基
本
的
感
情
が
成
り
立
た
な
い
よ
う
な
場
所
に
生
き
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
体

制
の
理
念
が
精
錬
さ
れ
、
教
義
が
整
備
さ
れ
て
い
く
過
程
で
、
い
わ
ば
不
純
で
曖
昧
な
混
ざ
り
物
と

し
て
叩
き
出
さ
れ
た
感
情
的
要
素
を
、
で
き
る
か
ぎ
り
呼
び
も
ど
し
集
め
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
る
ま
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い
。
こ
の
曖
昧
な
混
ざ
り
物
が
息
づ
く
場
所
、
信
頼
や
正
直
が
意
味
を
も
つ
場
所
、
そ
れ
を
何
と
呼

べ
ば
い
い
か
。〔
読
３
〕「
社
会
」
と
呼
ぶ
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
社
会
に
支
え

ら
れ
な
い
か
ぎ
り
、
「
社
会
」
主
義
も
ま
た
機
能
不
全
に
陥
る
ほ
か
な
い
。
友
情
と
い
う
無
力
に
み

え
る
小
さ
な
絆
は
、
ま
っ
す
ぐ
に
◆

こ
の
場
所
を
指
さ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

12

▽
主
張
の
明
確
化
。
「
感
情
的
要
素
を
、
で
き
る
か
ぎ
り
呼
び
も
ど
し
集
め
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」、
そ
し
て
、「
信
頼
や
正
直
が
意
味
を
も
つ
場
所
」、
す
な
わ
ち
、「
友
情
」
と
い
う
言
葉
を
ま

と
も
に
使
え
る
場
所
を
取
り
戻
そ
う
、
と
い
う
こ
と
だ
。

孔
子
の
言
葉
が
思
い
浮
か
ぶ
。
あ
る
と
き
弟
子
の
子
貢
が
孔
子
に
尋
ね
た
。
政
治
で
大
切
な
こ
と

は
？

孔
子
は
い
う
。
食
糧
、
軍
備
、
信
頼
の
三
つ
を
満
た
す
こ
と
だ
。
子
貢
は
、
や
む
を
え
ず
、

ど
れ
か
を
あ
き
ら
め
る
と
し
た
ら
？
と
聞
い
た
。
軍
だ
な
。
で
は
、
残
り
の
二
つ
で
は
ど
ち
ら
を
捨

て
ま
す
か
？

孔
子
は
、
食
だ
、
と
答
え
た
。

「
民
無
信
不
立
、
民
は
信
な
く
ん
ば
立
た
ず
、
人
間
と
い
う
も
の
は
、
信
頼
や
正
直
と
い
う
基
本
的

感
情
が
成
り
立
た
な
い
よ
う
な
場
所
に
生
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
よ
」。

◆
問

「
こ
の
場
所
」
と
は
何
を
さ
す
か
。

12
「
場
所
」
で
探
せ
ば
い
い
。

〔
解
答
例
〕「
信
頼
や
正
直
が
意
味
を
も
つ
場
所
。」

■
読
解
問
題
１
「
友
情
」
と
「
収
容
所
」「
帝
国
主
義
」
と
の
関
係
か
ら
、
二
十
世
紀
は
ど
の
よ
う

な
時
代
か
説
明
し
な
さ
い
。
目
安
一
八
〇
字
。

読
解
問
題
は
、
文
章
全
体
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
問
い
直
し
て
い
る
。

ま
ず
、
お
お
ざ
っ
ぱ
に
要
点
を
と
ら
え
よ
う
。「
友
情
」
は
よ
い
も
の
、「
収
容
所
」「
帝
国
主
義
」

は
そ
れ
を
壊
し
て
し
ま
う
悪
い
も
の
だ
っ
た
。
二
十
世
紀
は
、「
収
容
所
」「
帝
国
主
義
」
が
は
び
こ

っ
た
世
紀
だ
っ
た
。

こ
れ
だ
け
で
い
い
か
？

い
や
、
後
半
に
は
、
同
じ
二
十
世
紀
に
「
友
情
」
が
生
き
続
け
て
い
た

例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。

ま
と
め
る
と
、
二
十
世
紀
は
、
友
情
が
無
力
化
し
た
時
代
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
友

情
の
意
味
を
捉
え
直
す
時
代
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
わ
る
い
こ
と
と
よ
い
こ
と
。
こ
の

組
み
立
て
で
い
く
。
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
語
句
を
借
り
て
こ
よ
う
。

１
収
容
所
と
は
、
す
べ
て
の
人
間
的
な
結
び
つ
き
を
奪
う
非
人
間
的
な
場
所
で
あ
る
。（
問
２
）

２
帝
国
主
義
は
、
形
を
変
え
、
他
民
族
の
追
放
と
い
っ
た
形
で
人
間
の
つ
な
が
り
を
破
壊
し
て
い
る
。

（
⑧
）

３
収
容
所
と
帝
国
主
義
は
、
友
情
を
破
壊
し
た
。

「
こ
の
「
戦
争
と
革
命
の
世
紀
」
は
、
強
制
収
容
所
と
難
民
を
生
み
だ
し
、
相
互
の
不
信
と
憎
悪
を

生
み
だ
し
つ
づ
け
て
き
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
非
情
の
世
界
に
生
き
る
人
々
を
隅
々
ま
で
貫
い
て
、
友

情
の
空
間
な
ど
跡
形
も
な
く
破
壊
し
て
し
ま
う
ほ
ど
で
あ
っ
た
。」（
⑭
）

４
一
方
、
収
容
所
の
中
で
、
人
間
的
な
結
び
つ
き
の
最
も
大
事
な
部
分
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
例
、

（
問
２
）

５
国
と
国
の
争
い
を
超
え
た
人
間
的
な
結
び
つ
き
の
可
能
性
を
示
す
例
（
⑯
⑱
）
も
あ
る
。
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第 30回「友情の点呼に答える声」市村弘正

６
「
し
か
し
、
対
抗
社
会
へ
呼
び
か
け
る
友
情
の
点
呼
が
か
き
消
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
二
十
世

紀
の
時
代
経
験
と
し
て
の
友
情
は
、
あ
る
意
義
を
も
っ
て
い
た
。」（
⑮
）

〔
解
答
例
〕
「
二
十
世
紀
は
、
強
制
収
容
所
と
難
民
を
生
み
だ
し
、
相
互
の
不
信
と
憎
悪
を
生
み
だ

し
つ
づ
け
て
き
た
。
そ
れ
は
、
人
々
を
隅
々
ま
で
貫
き
、
友
情
が
生
き
る
空
間
を
跡
形
も
な
く
破
壊

し
て
し
ま
う
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
方
、
収
容
所
の
中
で
、
人
間
的
な
結
び
つ
き
の
最
も
大

事
な
部
分
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
例
や
国
と
国
の
争
い
を
超
え
た
人
間
的
な
結
び
つ
き
の
可
能
性

を
示
す
例
も
あ
り
、
二
十
世
紀
は
、
友
情
の
意
味
を
捉
え
直
す
時
代
で
も
あ
っ
た
。
」（
一
七
八
字
）

■
読
解
問
題
２
「
友
情
」
が
「
二
十
世
紀
の
文
明
世
界
を
相
手
ど
る
こ
と
に
な
る
」
の
は
な
ぜ
か
、

説
明
し
な
さ
い
。
目
安
一
二
〇
字
。

☆
な
ぜ
→
ど
の
よ
う
に
型
。「
友
情
」
は
ど
の
よ
う
に
「
二
十
世
紀
の
文
明
世
界
を
相
手
ど
る
こ

と
に
な
る
」
の
か
。
☆
傍
線
部
を
延
長
す
れ
ば
、
友
情
は
「
そ
の
趨
勢
に
対
決
す
る
」
と
あ
る
。「
そ

の
趨
勢
」
と
は
何
か
。
直
前
に
あ
っ
た
、
「
現
代
社
会
が
あ
ら
ゆ
る
「
基
本
的
な
感
情
」
に
背
を
む

け
、
そ
の
幅
を
切
り
つ
め
て
し
ま
う
」
趨
勢
、
で
あ
る
。
友
情
と
は
、
そ
の
逆
の
、
「
感
情
の
幅
を

拡
げ
る
経
験
」
で
あ
る
。
⑳
に
は
、
「
多
様
な
も
の
を
受
容
す
る
幅
ひ
ろ
い
感
情
領
域
」
と
い
う
言

葉
も
あ
る
。

☆
切
り
身
に
し
て
、
い
い
か
え
て
い
く
。「
友
情
は
／
こ
の
よ
う
に
／
二
十
世
紀
の
文
明
世
界
を

／
相
手
ど
る
」
か
ら
。「
相
手
ど
る
」
は
、「
対
決
す
る
」
を
借
り
て
も
い
い
。

〔
解
答
例
〕
「
友
情
は
、
多
様
な
も
の
を
受
容
す
る
幅
ひ
ろ
い
感
情
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、

二
十
世
紀
の
文
明
世
界
は
、
人
間
を
つ
な
ぐ
基
本
的
な
感
情
の
幅
を
切
り
詰
め
、
社
会
か
ら
信
頼
を

奪
っ
て
き
た
。
そ
の
中
で
さ
さ
や
か
な
友
情
を
具
体
化
し
て
い
く
行
為
は
、
現
代
社
会
の
あ
り
方
を

問
い
直
す
こ
と
に
な
る
か
ら
。」（
一
二
〇
字
）

■
読
解
問
題
３
「
「
社
会
」
と
呼
ぶ
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
と
き
の
「
社
会
」
と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
か
、
ま
と
め
な
さ
い
。
目
安
九
〇
字
。

「
不
純
で
曖
昧
な
混
ざ
り
物
と
し
て
叩
き
出
さ
れ
た
感
情
的
要
素
を
、
で
き
る
か
ぎ
り
呼
び
も
ど

し
集
め
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
曖
昧
な
混
ざ
り
物
が
息
づ
く
場
所
、
信
頼
や
正
直
が
意

味
を
も
つ
場
所
、
そ
れ
を
何
と
呼
べ
ば
い
い
か
。「
社
会
」
と
呼
ぶ
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
。」

こ
の
流
れ
を
単
純
に
縮
め
る
。

「
不
純
で
曖
昧
な
混
ざ
り
物
と
し
て
叩
き
出
さ
れ
た
感
情
的
要
素
が
息
づ
く
場
所
、
信
頼
や
正
直

が
意
味
を
も
つ
場
所
、
そ
れ
が
「
社
会
」。」

こ
こ
で
も
う
一
つ
☆
対
比
に
気
づ
く
べ
し
。
同
じ
段
落
に
、「
理
念
や
教
義
の
厳
格
な
受
容
者
」、

「
精
緻
な
教
義
が
現
実
化
」
、「
体
制
の
理
念
が
精
錬
さ
れ
、
教
義
が
整
備
さ
れ
て
い
く
」
、
と
い
っ

た
語
句
が
あ
る
。
先
の
場
所
の
対
立
物
が
、「
理
念
や
教
義
に
支
配
さ
れ
た
場
所
」（
感
情
の
死
ん
だ

い
る
場
所
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
対
比
を
書
き
込
む
。

〔
解
答
例
〕
「
理
念
や
教
義
に
支
配
さ
れ
た
場
所
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
理
念
や
教
義
が
不
純
で
曖

昧
な
混
ざ
り
物
と
し
て
排
除
し
た
、
感
情
的
要
素
に
よ
っ
て
異
質
な
人
々
が
結
び
つ
き
、
信
頼
や
正

直
が
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
る
場
所
。」（
八
五
字
）
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■
論
述
へ
の
挑
戦

問
。
あ
な
た
の
考
え
る
「
友
情
」
に
つ
い
て
、
論
じ
な
さ
い
。
八
百
字
以
内
。

■
読
解
問
題
用
マ
ス
目


