
国

語

問

題

注
　
意
　
事
　
項

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

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

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

2
ペ
ー
ジ
か
ら
13
ペ
ー
ジ
ま
で
の
第
一
問
・
第
二
問
の
み
、
国
語
解
答
用
紙
Ⅰ
に
解
答
す
る
こ
と
。

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

き
る
。

4
　
文
学
部
の
受
験
者
は
、
2
ペ
ー
ジ
か
ら
13
ペ
ー
ジ
ま
で
の
第
一
問
・
第
二
問
に
つ
い
て
は
、
国
語

解
答
用
紙
Ⅰ
に
、
ま
た
、
14
ペ
ー
ジ
か
ら
20
ペ
ー
ジ
ま
で
の
第
三
問
に
つ
い
て
は
、
国
語
解
答
用
紙

Ⅱ
に
解
答
す
る
こ
と
。

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

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

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

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

9
　
問
題
冊
子
は
持
ち
帰
る
こ
と
。

前
期
日
程

二
〇
二
二
年
度
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（余　　白）
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民
藝
は
、
普
通
の
庶
民
、
大
衆
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
、
彼
ら
が
用
い
る
も
の
で
あ
り
、
つ
く
り
手
も
工
人
と
か
職
人
と
か
呼
ば
れ
る
普
通
の
人
た
ち
で

あ
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
「
定
義
」
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
民
藝
の
つ
く
り
手
は
工
人
、
職
人
で
あ
っ
て
、「
民
藝
作
家
」
と
い
う

語
に
、
違
和
感
を
も
つ
人
が
い
る
こ
と
は
予
想
さ
れ
る
。
極
端
な
場
合
に
は
民
藝
作
家
と
い
う
の
は
、
語
義
矛
盾
な
の
で
は
な
い
か
と
論
難
す
る
人
た
ち

も
い
る
。（
中
略
）

　
し
か
し
、
民
藝
の
つ
く
り
手
は
工
人
、
職
人
で
あ
っ
て
、
民
藝
が
あ
た
か
も
作
家
と
関
係
が
な
い
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
ま
っ
た
く
柳
宗
悦
の
想
定
し

て
い
る
民
藝
、
あ
る
い
は
美
し
い
も
の
つ
く
り
の
構
図
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
柳
宗
悦
は
一
九
三
三
年
の
「
私
の
念
願
」（『
柳
宗
悦
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
　
３

こ
こ
ろ
』
二
〇
一
一
年
　
ち
く
ま
学
芸
文
庫
　
筑
摩
書
房
　
所
収
）
と
い
う
論
文
の
な
か
で
、
民
藝
、
あ
る
い
は
美
し
い
も
の
の
つ
く
ら
れ
る
構
図
を
、
つ
ぎ

の
よ
う
に
構
想
し
て
い
る
。
柳
は
理
論
的
に
美
に
つ
い
て
語
る
だ
け
で
は
な
く
、
美
し
い
も
の
を
産
む
世
界
を
守
る
実
践
を
お
こ
な
い
た
い
と
い
う
「
念

願
」
を
述
べ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
提
言
す
る
。
柳
の
提
案
を
簡
言
す
れ
ば
「
正
し
い
作
家
」
を
見み

出い
だ

し
、
正
し
く
つ
く
ら
れ
て
い
る
地
方
の
伝
統
的
民
藝

を
紹
介
し
て
守
り
、
新
し
い
創
造
的
な
民
藝
の
運
動
を
興
す
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
正
し
い
作
家
と
正
し
い
伝
統
工
芸
と
の
協
調
に
よ
っ

て
、
新
し
い
創
造
的
な
民
藝
が
可
能
に
な
る
と
い
う
構
図
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　（
中
略
）

　
そ
し
て
、
柳
は
「
美
し
い
も
の
」
と
「
民
藝
」
に
つ
い
て
、
は
っ
き
り
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。「
民
藝
品
だ
か
ら
美
し
い
の
で
も
な
く
、
民
藝
品
で

な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
醜
い
の
で
も
な
い
。
美
し
い
も
の
は
、
何
も
の
に
あ
れ
美
し
い
の
で
あ
る
」。「
民
藝
品
だ
け
よ
り
見
え
な
い
よ
う
な
不
自
由
さ
に

眼め

を
閉
ざ
し
て
は
な
ら
な
い
。
否い
な

、
若も

し
そ
う
い
う
不
自
由
さ
に
落
ち
る
と
民
藝
品
の
美
し
さ
も
自
由
に
見
る
事
が
出
来
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
」（「
民
藝

と
雪
舟
」『
柳
宗
悦
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
　
２
　
も
の
』
二
〇
一
一
年
　
ち
く
ま
学
芸
文
庫
　
筑
摩
書
房
）。
あ
と
に
み
る
よ
う
に
、
美
し
い
も
の
を
見
つ
け
、
つ
く
る

た
め
に
は
、
こ
の
自
由
が
き
わ
め
て
重
要
な
の
で
あ
る
。

（
注
一
）

①
（
注
二
）

（
注
三
）

②

第
一
問

次
の
文
章
は
、
美
術
評
論
家
で
「
民み

ん

藝げ
い

」
の
概
念
を
広
め
た
柳

や
な
ぎ

宗む
ね

悦よ
し

（
一
八
八
九
～
一
九
六
一
年
）
の
思
想
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ

る
。
よ
く
読
ん
で
、
後
の
設
問
に
答
え
よ
。（
五
十
点
）

頁 

数
2
　　20
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柳
宗
悦
が
、
自
分
の
い
う
美
し
い
も
の
に
つ
い
て
、
き
わ
め
て
わ
か
り
や
す
く
、
簡
潔
に
書
い
た
テ
ク
ス
ト
に
、「
三
度
民
藝
に
つ
い
て
」（『
柳
宗
悦
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
　
２
　
も
の
』
所
収
）
が
あ
る
。
美
し
い
も
の
は
、
正
常
、
無
事
、
当
り
前
の
素
直
な
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
美
し
い
の
で
あ
り
、「
民
藝
の
美

を
見
る
と
は
、
そ
う
い
う
「
平
」
の
美
を
見
届
け
る
事
で
あ
る
」
と
い
う
。
特
定
の
立
場
へ
の
固
執
な
ど
の
な
い
自
由
さ
こ
そ
が
民
藝
の
美
し
さ
を
支
え

る
の
で
あ
る
。「
自
由
が
形
を
と
っ
た
時
、
美
し
い
も
の
が
生
れ
る
」
と
極
言
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
つ
く
り
手
の
自
我
や
我
執
な
ど
か
ら
離
れ
て
「
素
直

に
お
の
ず
か
ら
、
か
く
な
る
べ
く
し
て
な
っ
た
も
の
」
で
あ
る
ゆ
え
に
、
美
し
い
の
で
あ
る
。
自
我
へ
の
執
着
か
ら
の
自
由
が
根
本
に
あ
っ
て
、
作
為
や

企た
く
らみ
、
意
図
「
は
か
ら
い
」、
利
己
心
な
ど
の
人
為
的
な
ね
ら
い
か
ら
自
由
に
な
っ
て
こ
そ
、
も
の
は
美
し
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
は
か
ら
い
」
の

な
い
状
態
は
、
仏
教
で
「
無
事
」「
如に
ょ

心し
ん

」「
只た
だ

」
な
ど
と
い
う
。
そ
し
て
、
人
間
は
皆
、
本
来
こ
の
よ
う
に
し
て
自
由
に
美
し
い
も
の
を
見
出
し
、
自
ら

つ
く
る
こ
と
の
で
き
る
美び

仏ぶ
っ

性し
ょ
うを
も
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
の
だ
が
、「
人
知
と
自
己
、
特
に
利
己
心
が
之こ
れ

を
破
壊
し
て
了し
ま

う
」
の
で
あ
る
。
も
の
つ
く
り

の
現
場
で
い
う
と
、
こ
れ
は
新
奇
さ
、
個
性
、
芸
術
性
、
こ
だ
わ
り
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
な
ど
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
つ
く
り
手
の
作
為
に
よ
っ
て
、
も

の
の
自
然
さ
が
損
わ
れ
、
美
し
く
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
民
藝
の
美
し
い
も
の
を
理
想
と
す
る
つ
く
り
手
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
柳
宗
悦
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
く
り
返
し
思
索

を
重
ね
た
。「
仏
教
美
学
に
つ
い
て
」（『
新
編
　
美
の
法
門
』
一
九
九
五
年
　
岩
波
文
庫
　
岩
波
書
店
　
所
収
）
な
ど
に
拠よ

り
な
が
ら
ま
と
め
る
と
、
つ
ぎ
の
よ

う
に
な
る
。
美
し
い
も
の
を
つ
く
る
と
い
う
究
極
の
目
標
に
達
す
る
こ
と
を
、
登
山
に
た
と
え
る
な
ら
ば
、
道
は
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
る
。
ひ
と
つ

は
、
自
分
の
力
量
、
技
、
感
覚
（
い
わ
ゆ
る
眼
と
手
）
を
た
よ
り
に
し
て
、
け
わ
し
い
道
を
直
登
す
る
も
の
で
、
こ
れ
が
作
家
の
道
で
あ
る
。
自
力
道
で

あ
り
、
難な
ん
ぎ
ょ
う
ど
う

行
道
で
あ
る
。
宗
教
で
い
え
ば
、
参
禅
学
道
に
よ
っ
て
悟
り
を
え
よ
う
と
す
る
、
禅
の
修
行
に
あ
た
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
道
は
、
す
で
に
あ
る

伝
統
の
な
か
に
身
を
お
い
て
、
そ
こ
か
ら
美
し
い
も
の
を
追
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
工
人
、
職
人
の
道
で
あ
っ
て
、
自
分
の
力
よ
り
も
伝
統

の
力
に
身
を
任
せ
る
と
い
う
意
味
で
、
他
力
道
で
あ
り
、
易い

行ぎ
ょ
う

道ど
う

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
宗
教
で
い
え
ば
禅
の
聖し
ょ
う

道ど
う

門も
ん

に
対
し
て
、
念
仏
門
が
こ
れ
に
当あ
た

る
。
た
だ
た
だ
無
心
に
念
仏
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
凡ぼ
ん

夫ぷ

成じ
ょ
う

仏ぶ
つ

」
を
願
う
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
難
し
い
が
、
山
頂
に
到い
た

れ
ば
、

二
つ
の
道
は
出
会
う
の
で
あ
る
。

　
目
標
と
し
て
の
、
美
し
い
も
の
を
つ
く
る
と
い
う
山
頂
へ
は
、
二
つ
の
道
が
別
々
に
あ
っ
て
も
、
同
じ
頂
上
に
到
る
と
い
う
こ
と
は
、
柳
が
理
想
と
し

（
注
四
）

（
注
五
）

（
注
六
）

（
注
七
）

（
注
八
）

（
注
九
）

（
注
十
）

③

頁 

数
3
　　20
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た
美
し
い
も
の
が
、
作
家
に
と
っ
て
も
工
人
に
と
っ
て
も
共
通
の
性
質
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
き
に
述
べ

た
、
正
し
い
作
家
と
正
し
い
伝
統
工
芸
と
の
協
調
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
た
め
な
の
で
あ
る
。
美
し
い
も
の
が
、
個
々
人
の
我
執
や
利
己
心
か

ら
離
れ
て
自
由
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
な
ら
ば
、
で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
美
し
い
も
の
を
つ
く
る
目
標
は
達
成
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
作
家
に
し
て

も
、
工
人
、
職
人
に
し
て
も
、
自
分
の
「
は
か
ら
い
」、
す
な
わ
ち
個
人
的
な
意
図
や
ね
ら
い
に
従
っ
て
、
芸
術
性
や
新
奇
さ
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
表

現
す
る
た
め
に
も
の
を
つ
く
る
こ
と
は
、
さ
き
に
述
べ
た
柳
宗
悦
の
想
定
す
る
美
し
い
も
の
を
つ
く
る
た
め
に
は
避
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
い
う
ま

で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
伝
統
的
な
工
芸
つ
く
り
の
世
界
に
身
を
お
い
て
、
そ
こ
で
仕
事
を
覚
え
、
徐
々
に
難
し
い
作
業
を
こ
な
し
、
そ
こ
で
き
わ
め
ら
れ
た
仕
事
を
す
る
工
人

や
職
人
に
お
い
て
は
、
自
分
の
我
執
や
好
み
、
利
己
心
を
発
揮
す
る
場
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
こ
で
は
、
厳
し
い
徒
弟
制
に
も
似
た
組
織

が
あ
り
、
協
働
的
な
性
格
が
強
く
、
材
料
も
つ
く
る
品
物
も
安
易
に
変
更
の
き
く
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
伝
統
工
芸
で
つ
く
ら
れ
た
、
昔
の

優
品
を
よ
く
学
び
、
そ
れ
を
目
標
に
し
て
ひ
た
す
ら
精
進
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
つ
く
り
手
の
か
く
れ
た
持
ち
味
の
よ
う
な
も
の
が
、

徐
々
に
あ
ら
わ
れ
、
同
じ
伝
統
工
芸
の
な
か
に
も
、
個
人
差
が
あ
ら
わ
れ
、
優
劣
が
は
っ
き
り
と
し
て
く
る
。
こ
れ
は
つ
く
り
手
の
我
執
や
好
み
、
利
己

心
な
ど
で
は
な
い
。
そ
の
工
芸
の
な
か
で
修
業
し
、
技
を
身
に
つ
け
て
い
く
過
程
（
普
通
、
数
十
年
と
い
う
年
月
の
か
か
る
）
の
あ
と
、
形
を
あ
ら
わ
し
て

く
る
つ
く
り
手
の
個
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
つ
く
り
手
の
深
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
長
い
も
の
つ
く
り
の
修
練
の
年
月
の
な
か
で
熟
成
し
て

発
揮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
我
執
や
好
み
や
利
己
心
な
ど
と
い
っ
た
表
面
的
で
「
小
さ
な
」
個
性
で
は
な
い
。
濱は
ま

田だ

庄
司
ら
は
こ

れ
を
「
大
き
な
」
個
性
と
呼
ん
で
い
る
。

　
こ
れ
は
作
家
に
つ
い
て
も
同
じ
で
、
自
分
の
小
さ
な
個
性
の
ま
ま
に
、
新
奇
さ
や
他
の
つ
く
り
手
と
違
う
も
の
を
目
指
し
た
り
、
芸
術
性
や
オ
リ
ジ
ナ

リ
テ
ィ
を
発
揮
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
避
け
る
べ
き
だ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
古
作
の
民
藝
な
ど
、
す
で
に
あ
る
美
し
い
も
の
を
よ
く
見
て

学
ぶ
こ
と
が
推
奨
さ
れ
る
。
柳
宗
悦
が
濱
田
庄
司
や
河
井
寬
次
郎
に
つ
い
て
ほ
め
る
よ
う
に
、
美
し
い
古
作
を
よ
く
見
る
こ
と
、
そ
の
美
質
を
よ
く
受
け

取
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
作
家
は
、
こ
う
し
て
独
力
で
自
分
の
眼
か
ら
、
美
し
い
も
の
の
精
華
を
受
容
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た

め
に
は
、
作
家
は
、
自
分
の
眼
で
美
し
い
も
の
を
発
見
し
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
伝
統
工
芸
の
流
れ
に
身
を
お
く
工
人
、
職
人
は
そ
こ
で
の
古
い
優
品

を
学
び
追
い
か
け
る
こ
と
を
仕
事
の
中
心
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
作
家
は
自
分
の
学
ぶ
べ
き
美
し
い
も
の
を
自
分
で
発
見
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
し

④

（
注
十
一
）

（
注
十
二
）
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か
も
、
そ
の
美
し
い
も
の
を
漠
然
と
受
容
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
自
分
の
創
作
に
役
立
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
ま
ず
、
作
家
は
こ
の
よ
う
に
美
し
い
も
の
を
自
ら
発
見
し
て
、
そ
れ
を
学
び
、
自
分
の
も
の
つ
く
り
に
役
立
て
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ

れ
は
模
倣
で
は
な
く
、
創
作
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
デ
リ
ケ
ー
ト
な
、
民
藝
の
創
作
の
機
微
で
あ
る
。
そ
の
作
業
は
一
体
ど
の
よ
う

な
も
の
な
の
か
。
濱
田
庄
司
の
い
う
と
こ
ろ
に
耳
を
傾
け
て
み
よ
う
。

　
民
藝
と
い
う
と
、
古
作
の
民
藝
品
を
ま
ね
て
、
く
り
返
し
つ
く
る
こ
と
だ
と
考
え
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
工
人
や
職
人
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
に
お
い
て

も
、
も
の
つ
く
り
は
日
々
新
し
い
状
況
に
対
応
し
つ
つ
、
す
こ
し
で
も
よ
い
も
の
、
美
し
い
も
の
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
研け
ん

鑽さ
ん

の
く
り
返
し
で
あ
る
。
そ
う

で
な
け
れ
ば
、
古
作
の
優
品
に
近
づ
い
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
同
じ
よ
う
な
も
の
を
、
た
だ
ま
ね
て
つ
く
る
だ
け
だ
と
、
つ
く
ら
れ
た
も
の
は

惰
性
に
流
れ
、
活い
き

々い
き

と
し
た
と
こ
ろ
の
な
い
、
魅
力
の
乏
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。
作
家
が
民
藝
作
家
で
あ
る
た
め
に
は
、
伝
統
的
な
工

芸
や
民
藝
の
優
品
、
古
作
の
な
か
で
も
柳
宗
悦
が
賛
美
し
た
よ
う
な
美
し
い
も
の
か
ら
学
び
、
自
分
の
力
で
、
模
倣
で
は
な
く
、
わ
ざ
と
ら
し
く
な
い
、

自
然
に
生
ま
れ
で
た
よ
う
な
、
そ
れ
で
い
て
間
違
い
な
く
自
分
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
作
品
を
つ
く
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
人
が
、
わ
ざ
と
ら
し
く
な

い
、
自
然
で
作
為
の
な
い
も
の
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
柳
宗
悦
は
、
そ
の
た
め
に
す
べ
て
の
拘
束
、
自
我
や
我
執
か
ら
離
れ
て
、
自
由
に
な
る
こ
と
を
説
い
た
。「
だ
か
ら
見
方
を
進
ま
せ
よ
う
と
す
る
な
ら
、

見
方
を
拘
束
す
る
凡す

べ

て
の
も
の
を
先ま

ず
棄す

て
去
る
修
業
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
趣
旨
と
す
る
所
は
、
宗
教
の
修
行
等
と
別
に
変
る
所
は
な
い
」（「「
見
る

こ
と
」
と
「
知
る
こ
と
」」『
柳
宗
悦
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
　
２
　
も
の
』）
と
い
う
。
確
か
に
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
論
旨
か
ら
、
も
の
つ
く
り
の
人
た
ち
が
、
自
分

た
ち
が
お
こ
な
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
具
体
的
な
も
の
つ
く
り
の
イ
メ
ー
ジ
を
え
る
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
、
濱
田
庄
司
は
、
つ
く
り
手
と

し
て
、
的
確
か
つ
具
体
的
な
民
藝
の
も
の
つ
く
り
の
要
諦
を
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
い
切
る
。「
自
分
自
身
を
た
だ
民
藝
に
引
渡
す
だ
け
の
こ
と
は
決
し
て

し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
民
藝
を
咀そ

嚼し
ゃ
く
し
、
飲
み
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
　
　
食
べ
、
食
べ
尽
く
し
、
腹
の
中
へ
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（「
浜
田
庄

司
回
想
記
（
八
）」『
民
藝
』
一
九
八
八
年
　
第
四
二
七
号
）。
そ
し
て
、
腹
に
納
め
て
か
ら
、
ま
た
、
自
分
ら
し
い
実
作
に
活い

か
す
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
濱
田
の
言
葉
は
、
独
特
の
「
食
べ
る
」
比
喩
を
用
い
て
さ
ら
り
と
民
藝
に
お
け
る
創
造
の
核
心
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
実
践
す
る
こ
と
は

け
っ
し
て
易
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
ま
ず
美
し
い
も
の
を
見
出
し
、
そ
れ
を
自
分
の
仕
事
に
活
か
す
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
自
分
の
も
の
に
し
な
く
て
は

⑤
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な
ら
な
い
。
つ
く
り
手
の
眼
力
と
、
自
分
の
仕
事
に
つ
い
て
十
分
に
内
省
了
解
で
き
て
い
る
か
が
問
わ
れ
よ
う
。
同
じ
も
の
を
見
て
も
、
そ
こ
か
ら
同
じ

こ
と
を
学
び
う
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
し
っ
か
り
と
自
分
の
も
の
に
し
た
あ
と
、
自
ら
の
手
か
ら
、
自
分
の
も
の
と
し
て
つ
く
り
出
す
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
。
模
作
や
コ
ピ
ー
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
あ
く
ま
で
よ
く
こ
な
れ
て
自
分
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
工
芸
は
、

つ
ね
に
も
の
と
し
て
つ
く
ら
れ
る
か
ら
、
結
果
は
一
目
瞭
然
で
あ
り
、
つ
く
り
手
の
力
量
は
つ
く
ら
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
厳
し
い
こ
と
で
あ
る
。
眼
と
手
で
い
え
ば
、
工
人
、
職
人
の
人
た
ち
が
、
技
は
あ
り
な
が
ら
、
眼
が
な
く
、
い
い
も
の
を
つ
く

れ
な
い
こ
と
も
あ
れ
ば
、
い
い
眼
を
し
て
い
て
も
技
が
十
分
で
な
い
た
め
に
い
い
作
品
を
つ
く
れ
な
い
作
家
も
い
よ
う
。

　
さ
ら
に
、
一
番
困
難
な
の
は
、
つ
く
ら
れ
た
も
の
が
、
ご
く
自
然
に
生
ま
れ
た
よ
う
に
、
作
為
や
は
か
ら
い
を
感
じ
さ
せ
な
く
す
る
こ
と
で
あ
る
。
あ

ま
り
に
学
ん
だ
も
の
に
似
す
ぎ
て
い
て
、
消
化
が
十
分
で
な
い
と
、
そ
れ
は
つ
く
り
手
の
仕
事
で
は
な
く
、
た
だ
の
模
倣
で
あ
り
、
コ
ピ
ー
で
あ
る
こ
と

に
な
る
。
十
分
消
化
さ
れ
て
い
て
も
、
つ
く
ら
れ
た
も
の
を
見
て
、
何
を
学
ん
だ
の
か
が
わ
か
っ
て
し
ま
っ
て
は
、
興
ざ
め
で
あ
ろ
う
。
濱
田
庄
司
は
、

こ
れ
に
つ
い
て
も
的
確
な
指
摘
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
濱
田
が
よ
く
口
に
す
る
「
巧
匠
跡
を
留と
ど

め
ず
」
と
い
う
語
句
は
、
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
よ

く
消
化
し
て
手
か
ら
つ
く
り
出
さ
れ
た
品
物
は
、
も
は
や
ど
こ
か
ら
学
ん
だ
も
の
か
は
わ
か
ら
ず
、
ま
さ
に
つ
く
り
手
そ
の
人
の
作
品
で
し
か
な
い
よ
う

に
な
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
こ
に
は
、
作
為
や
は
か
ら
い
さ
え
感
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
の
が
理
想
な
の
で
あ
る
。

（
松
井
健
『
民
藝
の
機
微
　
美
の
生
ま
れ
る
と
こ
ろ
』（
里
文
出
版
、
二
〇
一
九
年
）
よ
り
。
一
部
表
記
等
を
変
更
し
た
。）

〔
注
〕　（
一
）「
定
義
」
　
　
筆
者
は
他
の
箇
所
で
、
民
藝
の
「
定
義
」
と
広
く
み
な
さ
れ
て
い
る
も
の
は
「
数
多
く
つ
く
ら
れ
、
実
用
的
で
伝
統
的
な

も
の
で
あ
り
、
地
方
の
素
材
に
よ
っ
て
無
名
の
工
人
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
無
署
名
の
品
物
で
あ
り
、
多
く
は
協
同
、
分
業
に
よ
っ
て
つ

く
ら
れ
て
い
て
、
け
っ
し
て
美
し
い
こ
と
を
求
め
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
、
云う
ん

々ぬ
ん

」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

（
二
）
簡
言
　
　
簡
単
に
ま
と
め
る
こ
と
。

（
三
）
民
藝
品
だ
け
よ
り
見
え
な
い
　
　
民
藝
品
の
美
し
か
見
え
な
い
、
の
意
。

（
四
）「
は
か
ら
い
」
　
　
こ
こ
で
は
、
後
出
の
と
お
り
「
個
人
的
な
意
図
や
ね
ら
い
」
の
こ
と
。
柳
が
「
三
度
民
藝
に
つ
い
て
」
な
ど
で
用
い

た
言
葉
。
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（
五
）「
無
事
」「
如に
ょ

心し
ん

」「
只た
だ

」
　
　
柳
は
「
三
度
民
藝
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
常
態
の
こ
と
を
「
無
事
」、
人
間
が
持
っ
て
生
ま
れ
た
ま
ま
の

心
を
「
如
心
」
と
い
う
語
で
説
明
し
て
い
る
。「
只
」
は
後
出
の
『
新
編
　
美
の
法
門
』
に
お
い
て
、
仏
教
語
の
「
只し

麼も

」
の
こ
と
で
、

物
事
を
あ
り
の
ま
ま
に
見
る
こ
と
だ
と
述
べ
て
い
る
。

（
六
）
美び

仏ぶ
っ

性し
ょ
う　

　
柳
に
よ
れ
ば
、
人
間
が
生
ま
れ
持
っ
て
い
る
、
美
し
さ
を
受
け
取
る
感
性
の
こ
と
。『
新
編
　
美
の
法
門
』
な
ど
で
用
い
た

言
葉
。

（
七
）
参
禅
学
道
　
　
師
の
も
と
へ
参
じ
、
教
え
を
受
け
て
座
禅
の
修
行
に
努
め
る
こ
と
。

（
八
）
聖し
ょ
う

道ど
う

門も
ん

　
　
自
力
で
悟
り
を
開
く
こ
と
を
説
く
教
え
。

（
九
）
念
仏
門
　
　
仏
の
救
い
を
信
じ
、
念
仏
を
と
な
え
る
こ
と
で
浄
土
に
往
生
で
き
る
と
説
く
教
え
。

（
十
）「
凡ぼ
ん

夫ぷ

成じ
ょ
う

仏ぶ
つ

」
　
　
平
凡
な
人
間
で
も
悟
り
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
教
え
。
柳
が
『
新
編
　
美
の
法
門
』
な
ど
で
用
い
た
言
葉
。

（
十
一
）
濱は
ま

田だ

庄
司
　
　
陶
芸
家
。
一
八
九
四
～
一
九
七
八
年
。
柳
宗
悦
ら
と
民
藝
運
動
を
推
進
し
た
。

（
十
二
）
河
井
寬
次
郎
　
　
陶
芸
家
。
一
八
九
〇
～
一
九
六
六
年
。
柳
、
濱
田
ら
と
民
藝
運
動
の
発
起
人
と
し
て
活
動
し
た
。

〈
設
　
問
〉

問
一
　
傍
線
部 

①
「
極
端
な
場
合
に
は
民
藝
作
家
と
い
う
の
は
、
語
義
矛
盾
な
の
で
は
な
い
か
と
論
難
す
る
人
た
ち
も
い
る
」
と
あ
る
が
、「
民
藝
作

家
」
と
い
う
言
葉
を
「
語
義
矛
盾
」
と
す
る
の
は
な
ぜ
か
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

問
二
　
傍
線
部 

②
「
美
し
い
も
の
を
見
つ
け
、
つ
く
る
た
め
に
は
、
こ
の
自
由
が
き
わ
め
て
重
要
な
の
で
あ
る
」
に
つ
い
て
、
筆
者
が
こ
の
よ
う
に
言

う
理
由
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

問
三
　
傍
線
部 

③
「
い
ず
れ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
難
し
い
が
、
山
頂
に
到い
た

れ
ば
、
二
つ
の
道
は
出
会
う
の
で
あ
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、「
二
つ
の

道
」
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。
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問
四
　
傍
線
部 

④
「
濱は
ま

田だ

庄
司
ら
は
こ
れ
を
「
大
き
な
」
個
性
と
呼
ん
で
い
る
」
に
つ
い
て
、「「
大
き
な
」
個
性
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
わ
か

り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

問
五
　
傍
線
部 

⑤
「
こ
の
濱
田
の
言
葉
は
、
独
特
の
「
食
べ
る
」
比
喩
を
用
い
て
さ
ら
り
と
民
藝
に
お
け
る
創
造
の
核
心
を
述
べ
て
い
る
」
と
あ
る
が
、

「
民
藝
に
お
け
る
創
造
の
核
心
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
比
喩
を
解
釈
し
な
が
ら
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。
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封
建
身
分
制
と
は
ど
の
よ
う
な
社
会
で
あ
っ
た
の
か
。
簡
単
に
言
え
ば
、
人
は
そ
の
生
ま
れ
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
伝
統
社
会
の
中
で
固
定
化
さ
れ
た
身

分
の
中
で
、
権
利
や
義
務
は
生
ま
れ
た
身
分
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
、
そ
の
積
み
上
げ
の
上
で
法
秩
序
が
形
成
さ
れ
て
い
る
社
会
と
い
え
る
。

あ
る
武
士
は
○
○
家
の
人
で
あ
り
、
ま
た
○
○
家
は
×
×
家
に
仕
え
、
と
い
う
重
層
化
し
た
身
分
構
造
の
中
で
人
間
は
社
会
の
一
員
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
、
本
人
も
自
分
を
そ
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
意
識
す
る
。
国
家
制
度
と
し
て
の
戸
籍
や
個
人
を
把
握
す
る
制
度
は
封
建
制
国
家
に
は
存
在
し
な
か
っ

た
。
そ
の
代
わ
り
に
西
欧
で
は
教
会
が
、
江
戸
時
代
の
日
本
で
は
寺
社
に
よ
る
宗
し
ゅ
う
も
ん門
改あ
ら
た
めの
制
度
が
設
け
ら
れ
、
現
在
の
戸
籍
に
当
た
る
情
報
を
管
理
さ
せ

た
が
、
こ
れ
も
村
単
位
や
藩
単
位
で
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
、
全
人
民
を
対
象
と
し
て
統
一
的
に
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
人
間
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
○
○
藩
家
来
で
あ
る
と
か
、
×
×
村
住
人
と
い
う
情
報
に
と
ど
ま
り
、
各
人
の
個
人
情
報
は
、
家
や
団
体
の
中
で
特
定
さ
れ
る
。
家
を

は
じ
め
と
す
る
団
体
が
、
封
建
身
分
制
社
会
を
構
成
す
る
基
本
的
単
位
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
社
会
に
お
い
て
、
人
々
の
行
動
を
規
律
す
る
社
会
規
範
は
、
伝
統
的
に
守
ら
れ
て
き
た
習
俗
や
慣
習
法
が
中
心
と
な
る
。
封
建
社
会
に
お
い

て
、
男
は
親
の
職
業
を
継
い
で
家
を
継
承
し
、
女
は
親
の
職
業
や
家
格
の
近
い
家
に
嫁
ぎ
、
祖
先
を
祀ま

つ

る
た
め
に
子
孫
を
絶
や
さ
な
い
よ
う
、
子
供
を
産

み
育
て
、
家
の
跡
取
り
を
養
育
す
る
こ
と
が
最
大
の
義
務
と
な
る
。
な
ぜ
そ
う
す
べ
き
な
の
か
、
と
理
不
尽
に
思
う
人
が
い
た
と
し
て
も
、
お
前
の
命
は

祖
先
か
ら
の
つ
な
が
り
で
与
え
ら
れ
、
親
の
生
業
で
育
て
ら
れ
て
き
た
の
だ
か
ら
そ
う
す
る
の
が
当
然
だ
、
と
い
う
理
由
で
決
着
は
つ
け
ら
れ
る
。

　
こ
の
考
え
方
の
背
後
に
あ
る
の
は
、
人
間
は
宿
命
的
存
在
と
し
て
生
ま
れ
た
と
い
う
宿
命
論
で
あ
る
。
私
た
ち
は
た
し
か
に
自
分
で
親
を
選
ん
で
そ
の

家
に
生
ま
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
自
分
の
個
性
や
能
力
も
、
祖
先
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
遺
伝
子
の
結
果
と
す
れ
ば
、
人
間
は
宿
命
的
存
在
で
あ

る
と
規
定
す
る
の
も
人
間
観
と
し
て
誤
り
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
、
人
は
宿
命
に
規
定
さ
れ
る
面
も
あ
る
と
し
て
も
、
自
由
な
意
思
で

人
生
を
切
り
開
く
こ
と
も
で
き
る
は
ず
だ
と
い
う
自
由
論
の
立
場
か
ら
の
イ
ギ
が
可
能
で
あ
る
。
単
純
化
す
れ
ば
、
封
建
身
分
制
の
社
会
と
は
、
人
間
の

宿
命
性
を
出
発
点
に
社
会
秩
序
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
思
想
に
立
脚
し
て
い
る
の
に
対
し
、
近
代
市
民
社
会
は
、
人
間
存
在
の
も
つ
自
由
な
面
を
重
視
し

て
社
会
秩
序
を
形
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
が
正
し
い
と
簡
単
に
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
封
建
身
分
社
会
は
、
社
会
全
体
の
秩
序
維
持
の
た

ⓐ

第
二
問

次
の
文
章
を
よ
く
読
ん
で
、
後
の
設
問
に
答
え
よ
。（
五
十
点
）
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め
に
個
人
の
自
由
を
抑
圧
す
る
停
滞
し
た
社
会
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
た
だ
こ
の
社
会
で
は
個
人
の
自
由
や
気
ま
ま
が
許
さ
れ
な
い
分
、
人
生
の

選
択
に
悩
み
、
自
分
探
し
を
す
る
と
か
、
家
族
の
崩
壊
や
自
殺
と
い
っ
た
現
象
は
、
社
会
問
題
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
存
在
せ
ず
、
安
定
度
の
高
い
社
会
と

い
え
る
。
逆
に
近
代
市
民
社
会
は
、
す
べ
て
が
個
人
の
選
択
と
能
力
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
べ
き
と
す
る
社
会
だ
か
ら
、
厳
し
い
競
争
の
成
果
と
し
て
、

社
会
の
進
歩
を
享
受
し
、
繁
栄
を
謳お
う

歌か

で
き
る
け
れ
ど
も
、
個
々
人
は
不
安
の
中
で
孤
立
し
、
能
力
の
な
い
者
は
脱
落
し
て
ゆ
く
不
安
定
な
社
会
で
も
あ

る
。

　
日
本
で
は
明
治
以
降
、
法
秩
序
の
モ
デ
ル
は
封
建
身
分
制
か
ら
、
個
人
主
義
を
前
提
と
す
る
市
民
社
会
と
な
り
、
そ
れ
を
支
え
る
法
体
系
と
し
て
市
民

法
の
体
系
が
採
用
さ
れ
た
。
個
人
主
義
化
さ
れ
た
市
民
社
会
の
倫
理
と
封
建
的
倫
理
の
矛
盾
が
本
格
的
に
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
大
正
期
以
降
だ

が
、
夏
目
漱
石
や
芥
川
龍
之
介
、
志
賀
直
哉
な
ど
日
本
の
近
代
文
学
は
、
前
近
代
と
近
代
の
倫
理
の
間
で
苦
悩
す
る
近
代
人
を
描
く
こ
と
を
一
つ
の
課
題

と
し
て
き
た
。
明
治
以
降
の
日
本
の
近
代
化
と
市
民
社
会
の
形
成
は
、
人
間
の
生
き
方
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
文
学
の
題
材
と
な
っ
て
き
た
。

　
市
民
法
は
、
自
由
で
平
等
な
個
人
を
、
社
会
秩
序
の
基
本
単
位
と
す
る
。
し
か
し
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
自
由
で
平
等
な
地
位
に
あ
る
諸
個
人
が

好
き
勝
手
に
活
動
す
る
な
ら
ば
、
一
体
ど
の
よ
う
に
し
て
社
会
秩
序
を
形
成
し
、
維
持
で
き
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
人
間
が
す
べ
て
個
人
と
し

て
平
等
で
あ
る
な
ら
ば
、
あ
れ
こ
れ
イ
ヤ
な
こ
と
を
言
っ
て
く
る
親
や
教
師
、
上
司
の
言
う
こ
と
を
聞
く
理
由
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
自
由
な
存
在
で
あ

る
な
ら
ば
、
法
律
や
命
令
、
会
社
の
就
業
規
則
が
何
を
規
定
し
よ
う
が
、
そ
れ
に
服
従
す
る
理
由
な
ど
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
よ
う
な
結
論
を
支
持
す
る
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
人
間
は
自
由
で
平
等
な
存
在
と
し
て
生
ま
れ
た
、
と
主
張
す
る
近
代
の
思
想
家
た
ち

も
、
こ
の
勝
手
気
ま
ま
な
状
態
を
よ
し
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
封
建
身
分
制
で
あ
ろ
う
と
市
民
社
会
で
あ
ろ
う
と
、
社
会
が
存
在

す
る
た
め
に
は
、
誰
か
が
ル
ー
ル
を
定
め
、
そ
れ
に
従
う
と
い
う
関
係
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
約
束
は
確
実
に
守
ら
れ
る
と
い
う
期
待
が
な
け
れ
ば
、
分

業
も
社
会
秩
序
も
成
り
立
た
な
い
。
私
は
誰
の
命
令
も
指
示
も
法
律
に
も
従
う
つ
も
り
は
な
い
、
好
き
勝
手
に
振
舞
う
自
由
が
あ
る
、
と
い
う
主
張
は
何

と
か
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
市
民
社
会
を
作
る
た
め
に
超
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
と
は
、
自
由
で
平
等
な
権
利
を
も
つ
独
立
し
た
個
人
が
、

い
か
に
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
義
務
を
負
い
、
秩
序
あ
る
社
会
を
作
る
の
か
、
と
い
う
問
い
な
の
で
あ
る
。
こ
の
義
務
づ
け
を
可
能
と
す
る
原
理
が
、「
合
意

は
拘
束
す
る
」
と
い
う
命
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
他
人
に
対
し
て
何
か
を
為な

す
こ
と
（
ま
た
は
不
作
為
）
を
義
務
付
け
る
根
拠
と
は
、
本
人
が
そ
う
す
べ
き

①

ⓑ

②
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（
し
な
い
）
こ
と
に
同
意
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
同
意
が
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
義
務
を
根
拠
づ
け
る
の
で
あ
る
。

　
売
買
契
約
の
場
合
、
買
主
は
代
金
を
支
払
う
義
務
、
売
主
は
目
的
物
を
引
き
渡
す
と
い
う
義
務
を
相
互
に
負
う
。
買
主
は
売
主
の
も
っ
て
い
る
商
品
が

欲
し
い
か
ら
、
一
定
額
の
代
金
を
、
期
日
ま
で
に
支
払
う
こ
と
に
同
意
し
、
こ
れ
を
約
束
す
る
こ
と
で
、
支
払
い
義
務
が
発
生
す
る
。
売
り
主
は
代
金
を

得
る
代
わ
り
に
、
商
品
を
引
き
渡
す
こ
と
に
同
意
し
た
こ
と
で
、
こ
れ
を
買
主
に
引
渡
す
義
務
が
発
生
す
る
。

　
こ
の
両
当
事
者
の
義
務
は
誰
に
強
制
さ
れ
た
も
の
で
も
な
い
。
自
ら
の
自
由
意
思
と
相
手
方
の
自
由
意
志
を
尊
重
す
る
結
果
と
し
て
、
そ
の
内
容
の
義

務
を
負
う
こ
と
を
自
分
で
決
め
た
の
で
あ
る
。
両
当
事
者
は
、
売
買
に
関
し
て
同
意
し
た
約
束
を
履
行
す
る
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
彼
ら
は

自
由
な
意
思
で
そ
れ
を
選
択
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
同
意
の
原
理
が
支
配
す
る
の
は
、
売
買
契
約
の
場
合
だ
け
で
は
な
い
。
学
生
は
自
分
の
在
籍
す
る
大
学
で
授
業
を
受
け
、
単
位
を
取
得
し
、

学
士
の
資
格
を
求
め
る
権
利
を
も
つ
が
、
そ
の
代
わ
り
に
学
生
は
学
費
を
支
払
い
、
授
業
を
受
け
、
学
則
に
従
う
義
務
を
負
う
。
大
学
側
は
、
学
生
に
授

業
を
提
供
し
、
所
定
の
単
位
を
獲
得
し
た
学
生
に
学
士
号
を
付
与
す
る
義
務
を
負
う
と
同
時
に
、
学
生
に
学
費
の
支
払
い
を
求
め
、
学
則
を
守
る
よ
う
求

め
る
権
利
を
も
つ
。
教
員
は
、
大
学
か
ら
給
与
の
支
払
い
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
が
、
授
業
を
お
こ
な
い
、
組
織
か
ら
求
め
ら
れ
る
仕
事
を
な
す
義
務

を
負
う
。
こ
れ
ら
の
関
係
は
い
ず
れ
も
、
誰
に
強
制
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
く
、
自
分
自
身
の
自
由
な
意
思
で
形
成
し
た
関
係
で
あ
る
。
自
由
と
秩
序
は
両

立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
無
数
の
約
束
と
取
り
決
め
に
よ
っ
て
、
会
社
や
そ
の
他
の
団
体
も
組
織
さ
れ
、
取
引
活
動
も
お
こ
な
わ
れ
る
。
人
と
人
を
結
び
付
け
る

関
係
と
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
身
分
や
宿
命
で
は
な
く
、
自
由
な
意
思
に
も
と
づ
く
同
意
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。
市
民
社
会
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る

社
会
関
係
が
こ
の
同
意
の
原
理
に
も
と
づ
い
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
合
意
の
原
理
は
、

Ⓐ

 

と
国
民
の
関
係
の
説
明
に
も
用
い
ら
れ
る
。
な
ぜ
法
律
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て

は
、
国
民
が
自
分
自
身
に
対
す
る
決
定
と
し
て
、
民
主
的
な
手
続
き
に
よ
っ
て
そ
の
法
律
を
定
め
た
か
ら
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
法
律
は
、
権
力
あ
る

人
た
ち
が
勝
手
に
制
定
し
た
も
の
で
、
守
ら
な
い
と
刑
罰
や
処
分
を
受
け
る
か
ら
守
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
、
身
分
制
社
会
の
思
考
と
変
わ
ら
な
い
。
国

会
議
員
た
ち
は
選
挙
に
よ
っ
て
民
主
的
に
選
出
さ
れ
、
私
た
ち
は
そ
の
人
々
に
法
律
制
定
の
権
限
を
ユ
ダ
ね
た
と
理
解
さ
れ
る
。
私
た
ち
は
国
民
の
代
表

者
で
あ
る
国
会
議
員
の
行
動
を
、
自
分
自
身
の
行
動
と
み
な
す
こ
と
で
、
法
律
も
自
ら
制
定
し
、
同
意
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

③

ⓒ
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こ
の
よ
う
な
説
明
の
仕
方
は
現
実
離
れ
し
た
も
の
で
、
何
か
胡う

散さ
ん

臭
い
建
前
論
と
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
感
覚
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。

法
律
を
制
定
す
る
の
は
国
会
だ
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
官
僚
や
国
会
議
員
、
利
益
団
体
の
関
係
者
が
交
渉
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
法
律
が
決
め
ら
れ

て
い
る
と
い
う
現
状
認
識
も
社
会
科
学
的
に
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
律
は
国
民
の
同
意
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い

る
、
と
の
建
前
は
、
決
し
て
無
力
で
も
無
意
味
で
も
な
い
。
少
な
く
と
も
官
僚
や
利
害
関
係
者
た
ち
が
ど
ん
な
に
影
響
力
を
行
使
し
よ
う
と
、
法
的
に
は

選
挙
で
選
出
さ
れ
た
国
会
議
員
の
賛
成
が
な
け
れ
ば
法
案
は
成
立
し
な
い
し
、
国
会
議
員
も
選
挙
区
住
民
の
支
持
を
得
た
と
い
う
事
実
が
な
け
れ
ば
そ
の

地
位
に
つ
く
こ
と
も
法
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
法
律
は
国
民
の
同
意
に
よ
り
制
定
さ
れ
る
か
ら
、
そ
の
法
律
に
国
民
が
服
従
す
る
こ
と
は
国
民
の
自
由
と

両
立
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
規
範
的
な
意
味
で
た
し
か
に
こ
の
よ
う
に
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
近
代
の
市
民
社
会
は
、
当
事
者
た
ち
の
自
由
な
同
意
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
と
規
範
的
に
は
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
つ
て
の

よ
う
に
、
個
々
人
の
義
務
が
身
分
関
係
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
う
し
た
歴
史
的
変
化
を
、
イ
ギ
リ
ス
の
法
史
学
者
ヘ
ン
リ
ー
・
メ
イ
ン

（
一
八
二
二
─
一
八
六
六
）
は
「
身
分
か
ら
契
約
へ from
 status to contract

」
と
い
う
標
語
で
表
現
し
た
。
こ
の
標
語
は
、
社
会
秩
序
を
形
成
す
る
原

理
は
、
か
つ
て
は
身
分
だ
っ
た
が
、
近
代
社
会
で
は
契
約
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
同
意
の
原
理
は
、
民
法
を
は
じ
め

と
す
る
私
法
の
基
本
的
な
原
理
と
な
っ
た
。
財
産
関
係
や
婚
姻
・
離
婚
、
養
子
縁
組
な
ど
の
身
分
行
為
も
、
本
人
が
そ
れ
を
欲
し
、
同
意
し
た
と
い
う
こ

と
を
根
拠
に
法
律
的
な
関
係
は
形
成
さ
れ
る
。

　
た
だ
し
、
す
ぐ
に
気
づ
か
れ
る
よ
う
に
、
子
供
は
本
人
の
意
思
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
に
、
そ
の
親
の
子
供
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
局
面
で
は
同
意
の
原
理
は
あ
て
は
ま
ら
ず
、
そ
の
関
係
は
親
子
と
い
う
生
来
的
な
身
分
で
し
か
説
明
で
き
な
い
。

Ⓑ

 

、
子
は
親
に
対

し
て
、
無
条
件
的
に
保
護
と
養
育
を
求
め
る
権
利
を
も
つ
し
、
親
は
子
供
を
養
育
す
る
無
条
件
的
な
義
務
を
負
う
。
つ
ま
り
近
代
市
民
法
の
原
理
の
柱
と

な
る
同
意
の
原
理
は
、
基
本
的
に
は
選
択
能
力
を
有
す
る
理
性
あ
る
成
人
ど
う
し
の
関
係
を
念
頭
に
置
く
も
の
で
、
親
子
の
よ
う
に
血
縁
に
も
と
づ
く
自

然
的
な
関
係
を
十
分
に
説
明
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
封
建
身
分
制
は
過
去
の
も
の
だ
が
、
依
然
と
し
て
私
た
ち
は
、
偶
然
的
に
あ
る
人
の
子
供
と
な

り
、
親
か
ら
与
え
ら
れ
た
資
質
や
環
境
を
宿
命
的
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
他
な
い
。
し
か
し
近
代
社
会
の
成
立
と
共
に
発
展
し
て
き
た
科
学
技
術

は
、
こ
の
宿
命
を
可
能
な
限
り
、
取
り
払
う
こ
と
に
努
め
、
選
択
可
能
な
自
由
に
す
る
こ
と
に
邁ま
い

進し
ん

し
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
男
（
女
）
と
し
て
生
ま

れ
て
き
た
の
は
本
人
の
選
択
や
同
意
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
で
あ
り
、
か
つ
て
は
宿
命
と
し
て
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
医
療
技
術
の
進
展
を
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背
景
に
、
男
女
の
産
み
分
け
や
性
転
換
、
ま
た
戸
籍
上
の
転
換
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
遺
伝
子
操
作
技
術
の
発
展
に
よ
っ
て
、
親
は

受
精
卵
段
階
で
遺
伝
子
操
作
を
お
こ
な
う
こ
と
で
、
子
供
の
肌
の
色
や
身
体
的
能
力
や
知
力
も
操
作
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
つ
つ
あ
る
（
い
わ
ゆ
る
デ

ザ
イ
ナ
ー
ベ
ビ
ー
）。
人
間
の
身
体
を
操
作
す
る
こ
う
し
た
技
術
は
、

Ⓒ

 

、
近
代
市
民
法
の
理
念
の
延
長
上
に
あ
る
と

言
え
る
け
れ
ど
も
、
権
利
能
力
の
主
体
で
あ
る
人
間
を
、
物
や
ペ
ッ
ト
の
よ
う
に
客
体
化
し
よ
う
と
す
る
欲
望
は
、
生
命
倫
理
学
上
の
問
題
を
孕は
ら

む
と
同

時
に
、
人
が
権
利
主
体
で
あ
り
、
モ
ノ
は
権
利
の
客
体
で
あ
る
と
す
る
近
代
市
民
法
の
基
本
的
構
造
を
揺
る
が
す
問
題
で
も
あ
る
。

（
木
原
淳
『
入
門 

法
学
読
本
』（
晃
洋
書
房
、
二
〇
二
一
年
）
よ
り
。
一
部
表
記
等
を
変
更
し
た
。）

〈
設
　
問
〉

問
一
　
傍
線
部 

ⓐ 

か
ら 

ⓒ 

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

問
二
　
空
欄 

Ⓐ 

に
入
る
漢
字
二
字
の
語
を
記
せ
。
な
お
、
そ
の
語
は
「
法
律
」「
国
会
」
で
は
な
い
。

問
三
　
空
欄 

Ⓑ 

に
入
る
最
も
適
切
な
接
続
語
句
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

　
　
　
　
ア
　
要
す
る
に
　
　
イ
　
そ
の
よ
う
に
し
て
　
　
ウ
　
な
ぜ
な
ら
　
　
エ
　
だ
か
ら
こ
そ
　
　
オ
　
に
も
か
か
わ
ら
ず

問
四
　
傍
線
部 

①
「
市
民
社
会
の
倫
理
と
封
建
的
倫
理
の
矛
盾
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
当
時
起
こ
り
得
た
具
体
的
な
状
況
を
想
像
し
て
、

わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

問
五
　
傍
線
部 

②
「
合
意
は
拘
束
す
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

問
六
　
傍
線
部 

③
「
自
由
と
秩
序
は
両
立
し
て
い
る
」
と
言
え
る
の
は
な
ぜ
か
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

問
七
　
空
欄 

Ⓒ 

の
内
容
は
、
傍
線
部 

④
「
近
代
市
民
法
の
理
念
の
延
長
上
に
あ
る
と
言
え
る
」
の
理
由
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
空
欄
を
二
十
字
以

内
で
埋
め
よ
。

④
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第
三
問

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

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

　
昔
、
京
に
よ
る
べ
の
な
い
若
い
女
が
い
た
。
宮
仕
え
を
し
て
い
た
も
の
の
、
生
活
は
苦
し
く
、
毎
月
、
大や
ま
と和

（
現
在
の
奈
良
県
）
の
長は

谷せ

寺
に
参
籠

し
て
は
、
本
尊
の
観
音
に
貧
し
さ
を
訴
え
、
救
い
を
求
め
て
い
た
。（
当
時
、
長
谷
寺
に
は
多
く
の
人
び
と
が
参
籠
し
、
本
尊
の
前
で
夢
の
お
告
げ
を
求
め
て

夜
通
し
祈
願
を
行
う
の
が
常
で
あ
っ
た
。）
し
か
し
、
三
年
た
っ
て
も
効
験
は
な
く
、
女
の
暮
ら
し
ぶ
り
は
悪
化
の
一
途
を
た
ど
る
。
女
は
今
回
が
最
後
の

参
籠
と
心
に
決
め
、
長
谷
寺
に
向
か
っ
た
。
そ
の
夜
、
本
尊
の
観
音
の
前
で
祈
念
す
る
う
ち
、
女
は
夢
を
見
る
。

　
さ
て
、
夢
の
中う

ち

に
、
僧
の
い
み
じ
く
尊
く
、
年
た
け
、
徳
至
れ
り
と
見
ゆ
る
が
、
出い

で
来き

給
ひ
て
、「
あ
は
れ
に
思
ふ
ぞ
よ
。
恨
め
し
く
な
思
ひ
そ
よ
。

そ
の
後あ
と

の
方
に
臥ふ

し
た
る
女
房
の
薄う
す

衣ぎ
ぬ

を
、
や
を
ら
取
り
て
着
て
、
早
く
起
き
て
帰
り
ね
」
と
仰
せ
ら
る
る
あ
り
け
り
。
夢
醒さ

め
て
思
ふ
や
う
、「
あ
さ

ま
し
の
わ
ざ
や
。
は
て
は
て
は
人
の
物
盗
む
ほ
ど
の
身
の
報ほ
う

に
て
さ
へ
侍
り
け
る
よ
。
た
と
ひ
取
り
た
り
と
て
も
、
衣き
ぬ

一
つ
は
い
く
ほ
ど
の
事
か
は
侍
る

べ
き
」
と
は
思
ひ
な
が
ら
、「
さ
り
と
て
は
、
や
う
こ
そ
は
あ
る
ら
め
。
さ
ば
か
り
身
を
ま
か
せ
て
詣ま
ゐ

り
侍
ら
ん
甲か

斐ひ

に
は
、
た
と
ひ
見
付
け
ら
れ
て
、

い
か
な
る
恥
を
見
る
と
て
も
、
そ
れ
を
だ
に
も
仏
の
奉
公
に
こ
そ
は
せ
め
」
な
ど
思
ひ
て
、
後
の
方
を
見
る
に
、
ま
こ
と
に
、
衣き
ぬ

ひ
き
着
て
寝い

ね
た
る
女

房
あ
り
。
や
を
ら
引
き
落
と
し
て
取
る
に
、
さ
ら
な
り
、
仏
の
御
は
か
ら
ひ
な
れ
ば
、
な
じ
か
は
人
も
知
ら
む
。

　
さ
て
、
取
り
て
着
て
、
や
が
て
出
で
に
け
り
。
胸
う
ち
つ
ぶ
れ
て
、
わ
び
し
く
も
悲
し
け
れ
ど
も
、
念
じ
返
し
て
、
初は
つ

瀬せ

川が
は

の
ほ
ど
ま
で
出
で
に
け

り
。
後う
し

ろ
に
物
い
と
の
の
し
り
て
来
け
れ
ば
、「
あ
な
悲
し
。
さ
れ
ば
こ
そ
」
と
思
ひ
て
見
れ
ば
、
こ
の
事
あ
や
む
べ
き
人
に
は
あ
ら
で
、
馬
に
乗
り
た

㋐

㋑

㋒

（
注
一
）

①
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る
者
の
あ
ま
た
ま
か
り
出
で
け
る
な
る
べ
し
。

　
さ
て
、
こ
の
馬
に
乗
り
た
る
男
の
言
ふ
や
う
、「
あ
の
前さ
き

に
見
ゆ
る
は
、
女
房
に
て
お
は
す
る
に
こ
そ
。
い
か
に
夜
深
く
は
た
だ
一
人
出
で
給
ふ
に
か
。

衣
な
ど
着
た
る
は
、
こ
と
よ
ろ
し
き
人
に
こ
そ
侍
る
め
れ
。
あ
れ
と
ど
め
聞
こ
え
よ
。
馬
に
乗
せ
て
明あ
か

か
ら
む
所
ま
で
送
り
聞
こ
え
む
」
と
言
ひ
け
り
。

　
さ
て
、
供
の
男
、
走
り
付
き
て
、
こ
の
よ
し
を
言
ひ
け
れ
ば
、
そ
ら
恐
ろ
し
け
れ
ど
も
、
た
だ
仏
を
頼
み
て
、「
さ
ら
ば
、
さ
も
」
と
て
乗
り
に
け
り
。

夜
も
仄ほ
の

め
き
て
、
人
顔
見
ゆ
る
ほ
ど
に
て
、
こ
の
女
を
見
れ
ば
、
我
が
浅
か
ら
ず
思
ひ
し
も
の
の
病
に
患わ
づ
ら
ひ
て
亡う

せ
に
し
に
、
つ
ゆ
も
違た
が

は
ず
。
喜
び

て
、
具
し
て
行
き
に
け
り
。
男
は
美み

濃の

の
国
の
、
人
に
仰
が
れ
た
る
者
に
て
ぞ
侍
り
け
る
。
何
事
も
乏と
も

し
き
事
な
か
り
け
り
。

　
さ
て
、
こ
の
女
を
ま
た
な
く
い
み
じ
き
も
の
に
思
ひ
て
、
年
月
を
送
り
け
り
。
か
か
る
に
、
こ
の
男
、
京
に
上の
ぼ

る
べ
き
事
あ
り
て
、
言
ふ
や
う
、「
こ

れ
に
独
り
お
は
せ
む
も
、
月
日
も
い
た
づ
ら
に
覚
え
な
む
。
京
に
親
し
き
人
は
な
き
か
。
か
つ
は
、
か
や
う
に
行ゆ
く

方へ

も
な
く
か
き
く
ら
し
て
し
も
、
い
ぶ

せ
く
も
思
ふ
ら
む
。
共
に
上
り
て
、
さ
や
う
の
事
も
明あ
き

ら
め
ば
や
」
と
言
ひ
け
り
。
こ
の
女
、
親
し
き
者
一
人
も
な
け
れ
ど
も
、
さ
す
が
、
あ
り
の
ま
ま

に
言
は
む
も
い
か
が
お
ぼ
え
け
む
、「
姉
に
て
あ
り
し
者
こ
そ
た
だ
一
人
侍
り
し
か
。
さ
ら
ば
上
り
も
せ
む
」
と
て
、
出
で
立
ち
け
り
。
男
、
さ
ま
ざ
ま

姉
の
料れ

う

と
て
、
物
ど
も
あ
ま
た
用
意
な
ど
し
て
け
り
。

　
さ
て
、
上
り
て
、
粟あ
は

田た

口ぐ
ち

よ
り
京
に
入
り
ぬ
。
胸
う
ち
騒
ぎ
て
、「
よ
し
な
き
あ
だ
こ
と
を
言
ひ
て
、
跡
な
き
事
よ
と
思
は
れ
な
ば
、
身
も
い
た
づ
ら

に
な
り
ぬ
べ
し
。
ま
た
、
仏
の
照
ら
し
給
は
む
事
も
畏お
そ

れ
あ
り
。
何
の
狂く
る

は
し
に
か
く
は
言
ひ
け
る
に
か
」
と
悲
し
く
て
、
三
条
わ
た
り
に
な
り
て
、

「
し
ば
し
待
ち
給
へ
。
こ
の
ほ
ど
を
訪
ね
む
」
と
言
ひ
て
、
い
た
く
無む

下げ

な
ら
ぬ
家
の
、
い
と
古
び
て
見
ゆ
る
が
、
平ひ
ら

門か
ど

に
車
寄
せ
な
ど
さ
る
ほ
ど
に
し

た
る
が
、
い
た
く
騒
が
し
く
も
な
く
て
、
う
ち
し
め
り
た
る
や
う
な
る
あ
り
け
り
。
そ
こ
に
て
馬
よ
り
降
り
て
、
さ
し
入
り
て
見
る
に
、
女め

の
童わ

ら
はの

あ
り

け
る
に
、「
御ご

前ぜ
ん

は
こ
れ
に
お
は
し
ま
す
か
」
と
言
ひ
け
れ
ば
、「
お
は
し
ま
す
め
り
」
と
言
ひ
け
り
。「
立
ち
出
で
給
へ
。
物
申
さ
む
」
と
言
は
せ
た
れ

ば
、
四
十
ば
か
り
な
る
女
房
、
い
た
く
思
ひ
く
た
す
べ
く
も
な
き
、
妻つ
ま

戸ど

に
出
で
て
、「
誰
に
か
お
は
す
る
」
と
言
ふ
。
こ
の
人
、「
申
す
に
つ
け
て
憚は
ば
かり

（
注
二
）

②

（
注
三
）

㋓

㋔

③

（
注
四
）

④

（
注
五
）

（
注
六
）

（
注
七
）

（
注
八
）
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多
く
侍
れ
ど
、
こ
の
二
三
年
田ゐ
な
か舎
に
侍
り
つ
る
が
、
夫を
と
こ
の
ま
か
り
上
り
て
侍
る
が
、『
親
し
き
者
や
あ
る
。
そ
こ
に
泊と

ま
ら
む
』
と
申
し
侍
る
な
り
。
こ

れ
を
姉
に
て
お
は
す
る
所
と
申
さ
む
は
、
い
か
が
侍
る
べ
き
」
と
言
ひ
け
り
。
こ
の
主あ
る
じ人
、「
さ
ら
に
憚
り
な
し
。
疾と

く
そ
の
よ
し
を
聞
こ
え
給
へ
」
と

言
ひ
つ
。

　
さ
て
、
こ
の
家
に
入
り
て
、
前さ
き

の
用
意
の
物
ど
も
内
へ
遣や

り
て
け
り
。

　
さ
て
、
旅
の
具
ど
も
し
た
た
め
、
の
ど
め
て
後
、
内
よ
り
呼
び
け
れ
ば
行
き
ぬ
。
主
人
の
女
の
言
ふ
や
う
、「
さ
て
も
、
い
か
に
侍
る
事
に
て
あ
り
し

ぞ
」
な
ど
問
ひ
け
れ
ば
、
あ
り
の
ま
ま
に
初
め
よ
り
語
り
つ
。
こ
れ
を
聞
き
て
、
こ
の
主
人
、
よ
よ
と
泣
き
居を

り
け
り
。
怪
し
と
思
ひ
て
、「
い
か
に
」

と
問
へ
ば
、「
か
の
初
瀬
に
て
、
衣
失
ひ
て
あ
り
し
者
は
、
我
に
て
侍
る
な
り
。
い
と
叶か
な

は
ぬ
心
に
、
観
音
の
誓
ひ
を
仰
ぎ
て
詣
り
侍
り
し
ほ
ど
に
、
あ

る
事
は
な
く
て
、
あ
ま
り
さ
へ
衣
を
失
ひ
て
侍
り
し
か
ば
、
人
の
は
か
な
さ
は
、
何
と
な
く
恨
め
し
き
心
地
し
て
、
そ
の
後
は
歩
み
を
運
ぶ
事
も
な
し
。

家
の
さ
ま
も
、
日
に
随
ひ
て
数
な
ら
ず
の
み
な
り
ゆ
き
て
、
夫
も
亡
せ
て
さ
へ
侍
れ
ば
、
思
ふ
か
た
な
く
て
侍
り
つ
る
な
り
。
我
が
身
ば
か
り
に
て
は
い

か
に
も
叶
ふ
ま
じ
く
侍
り
け
れ
ば
、
せ
め
て
も
行
く
末
を
照
ら
し
給
ひ
て
、
か
や
う
に
さ
ま
ざ
ま
の
物
ど
も
を
賜
は
り
侍
る
事
、
一
た
び
は
御
身
の
情
け

と
思
へ
ど
も
、
二
た
び
思
ふ
に
は
、
仏
の
賜
は
せ
た
る
物
ぞ
か
し
と
思
ふ
に
、
と
に
か
く
に
せ
き
か
ね
て
侍
る
な
り
」
と
言
ふ
。
こ
れ
を
聞
き
て
、
こ
の

女
、
声
も
惜
し
ま
ず
泣
き
け
り
。
二
人
、
い
と
い
た
う
泣
き
ま
さ
り
て
、
な
ご
む
る
か
た
も
な
か
り
け
り
。

　
さ
て
、「
さ
る
べ
き
昔
の
事
に
て
こ
そ
侍
る
ら
め
。
今
よ
り
は
真ま

こ
と
の
姉あ
ね
お
と
と妹
に
つ
ゆ
ち
り
違
ふ
ま
じ
」
な
ど
、
ね
ん
ご
ろ
に
頼
め
つ
。
ま
た
、
頼
む
程
な

れ
ば
、
夫
に
も
か
す
め
果
つ
べ
き
に
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
あ
り
の
ま
ま
に
知
ら
せ
つ
。
夫
も
い
み
じ
く
あ
は
れ
が
り
て
、
い
よ
い
よ
仏
の
御
は
か
ら
ひ
な

れ
ば
、
浅
か
ら
ず
ぞ
思
ひ
け
る
。

（『
閑
居
友
』
よ
り
）

（
注
九
）

⑤
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〔
注
〕
（
一
）
初は
つ

瀬せ

川が
は

　
　
長
谷
寺
の
門
前
近
く
を
流
れ
る
川
。

（
二
）
衣
な
ど
着
た
る
　
　
身
分
あ
る
女
性
が
外
出
の
際
、
顔
を
隠
す
た
め
に
衣
を
頭
か
ら
背
に
か
ぶ
る
行
為
（
衣
き
ぬ
か
ず
き
被
）
を
い
う
。

（
三
）
美み

濃の

の
国
　
　
旧
国
名
。
現
在
の
岐
阜
県
南
部
を
さ
す
。

（
四
）
粟あ
は

田た

口ぐ
ち

　
　
現
京
都
市
東
山
区
の
地
名
。
東
国
か
ら
京
に
入
る
経
路
に
位
置
す
る
。

（
五
）
三
条
わ
た
り
に
な
り
て
　
　
粟
田
口
か
ら
西
に
進
み
、
京
の
中
心
部
に
入
っ
た
こ
と
を
い
う
。

（
六
）
平ひ
ら

門か
ど

に
車
寄
せ
　
　
平
門
は
、
柱
二
本
で
、
屋
根
の
上
を
平
ら
に
造
っ
た
門
。
車
寄
せ
は
、
来
客
が
牛
車
を
寄
せ
て
乗
り
降
り
す
る
場

所
。

（
七
）
馬
よ
り
降
り
て
　
　
こ
こ
で
馬
か
ら
降
り
る
の
は
女
。

（
八
）
妻つ
ま

戸ど

　
　
開
き
戸
。

（
九
）
観
音
の
誓
ひ
　
　
経
典
に
説
か
れ
る
、
あ
ら
ゆ
る
人
び
と
を
救
済
し
よ
う
と
い
う
観
音
の
誓
い
。

〈
設
　
問
〉

問
一
　
二
重
傍
線
部
（
二
箇
所
）
の
「
女
房
」
は
同
一
人
物
で
あ
る
。
こ
の
人
物
は
本
話
の
後
半
部
で
再
び
登
場
す
る
が
、
そ
の
際
に
発
し
た
最
初
の
言

葉
を
本
文
中
か
ら
抜
き
出
せ
。

問
二
　
傍
線
部 

㋐ 

か
ら 

㋔ 

を
わ
か
り
や
す
く
現
代
語
訳
せ
よ
。

問
三
　
傍
線
部 

①
「
さ
れ
ば
こ
そ
」
と
は
、
女
の
ど
の
よ
う
な
思
い
を
表
し
て
い
る
か
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

問
四
　
傍
線
部 

②
「
我
が
浅
か
ら
ず
思
ひ
し
も
の
」
と
は
誰
を
さ
す
か
、
簡
潔
に
答
え
よ
。

問
五
　
傍
線
部 

③ 

に
つ
い
て
、
女
が
「
あ
り
の
ま
ま
に
言
は
む
も
い
か
が
」
と
思
っ
た
の
は
な
ぜ
か
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

問
六
　
傍
線
部 

④
「
何
の
狂く
る

は
し
に
か
く
は
言
ひ
け
る
に
か
」
に
つ
い
て
、
女
が
自
身
の
発
言
を
こ
の
よ
う
に
後
悔
し
て
い
る
理
由
を
、
二
点
に
分
け

て
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

頁 

数
17
　　20
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問
七
　
傍
線
部 

⑤
「
人
の
は
か
な
さ
は
、
何
と
な
く
恨
め
し
き
心
地
し
て
、
そ
の
後
は
歩
み
を
運
ぶ
事
も
な
し
」
に
つ
い
て
、

　
　
　（
1
）「
歩
み
を
運
ぶ
」
先
は
ど
こ
か
、
簡
潔
に
答
え
よ
。

　
　
　（
2
）「
何
と
な
く
恨
め
し
き
心
地
」
が
し
た
の
は
な
ぜ
か
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

問
八
　
本
話
全
体
を
通
じ
て
、
観
音
は
主
人
公
の
女
に
ど
の
よ
う
な
救
い
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
か
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

頁 

数
18
　　20
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（
Ｂ
）
次
の
文
章
は
『
顔
氏
家
訓
』
の
一
節
で
あ
る
。
北
斉
が
北
周
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
、
北
斉
に
仕
え
て
い
た
作
者
の
顔が
ん

之し

推す
い

は
、
北
周
の
武
帝
に

よ
っ
て
強
制
的
に
関
中
（
今
の
陝せ
ん
西せ
い
省
）
へ
と
移
住
さ
せ
ら
れ
た
。
関
中
に
お
け
る
生
活
は
苦
し
く
、
長
男
の
思し

魯ろ

が
、
父
で
あ
る
「
吾
」
に
相
談
す

る
と
こ
ろ
か
ら
文
章
が
始
ま
っ
て
い
る
。
よ
く
読
ん
で
、
後
の
設
問
に
答
え
よ
。
な
お
、
設
問
の
都
合
で
送
り
仮
名
を
省
い
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
思し

魯ろ

嘗か
つ
テ

 
謂い
ヒ
テ

 
レ

吾ニ

曰ハ
ク

 

、
朝ニ

無ク
二

禄ろ
く

位ゐ
一

、
家ニ

無シ
二

積
財
一

。
当ニ
下

肆つ
と
メ
テ

二 

筋
力ニ
一

、
以テ

申ス
中

供
養ヲ
上

。
毎つ
ね
ニ

 

被ら
レ
テ二 

課
篤セ
一

、
勤 

労ス
ル
モ　
経
史ニ
一

、
未ダ 

知ラ

、
為た
ル
モ
ノ

   

子 

可ケ
ン

 

得 

安キ
ヲ

 

乎ト

。
吾
命ジ
テレ

之ニ

曰ハ
ク

 

、
子
当ニ
二

以テ
レ

養ヲ

為ス

心ト

。
父
当ニ 

以テ 

学ヲ

為ス 

教ト

。
使し
ム
ル
モ

三  

汝ヲ
シ
テ　
棄す
テレ

学ヲ

徇し
た
が
ヒ

 

レ

財ニ

、
豊カ
ニ
セ

二 

吾ガ

衣
食ヲ
一

、
食 

之
安
得 

甘
、
衣
レ

之
安 

得
レ

暖
。
若も
シ務メ

二

先
王
之
道ニ
一

、
紹つ
ガ
バ二 

家
世
之
業ヲ
一

、
藜れ
い

羮か
う

縕う
ん

褐か
つ
モ

 

、
我
自ラ

欲ス
トレ

之ヲ

。

（『
顔
氏
家
訓
』
よ
り
）

（
注
一
）

（
注
二
）

（
注
三
）

（
注
四
）

二

（
注
五
）

①

レ

レ

レ

レ

②

二

レ

（
注
六
）

③

レ

レ

（
注
七
）

（
注
八
）

（
注
九
）

（
注
十
）

〔
注
〕
（
一
）
禄ろ
く

位ゐ

　
　
朝
廷
に
お
け
る
俸
給
と
官
位
。

（
二
）
筋
力
　
　
こ
こ
で
は
体
力
を
使
っ
て
す
る
労
働
。

（
三
）
供
養
　
　
衣
食
の
世
話
を
し
て
父
母
を
養
う
こ
と
。

（
四
）
被ら（
ル
）

二 

課
篤セ
一

　
　
学
業
を
見
て
も
ら
う
。

（
五
）
経
史
　
　
儒
教
の
書
と
歴
史
書
。

（
六
）
徇し
た
が（
フ
）

　
レ

財ニ

　
　
命
が
け
で
財
産
を
得
よ
う
と
す
る
。

（
七
）
衣
　
　
こ
こ
で
は
着
る
と
い
う
意
の
動
詞
。

（
八
）
先
王
之
道
　
　
古
い
に
し
えの
立
派
な
天
子
が
開
い
た
道
。
こ
こ
で
は
顔
家
の
学
問
の
道
の
意
。

（
九
）
家
世
之
業
　
　
顔
家
が
代
々
継
承
し
た
学
問
。

（
十
）
藜れ
い

羮か
う

縕う
ん

褐か
つ

　
　
粗
末
な
食
物
と
衣
服
。

頁 

数
19
　　20
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〈
設
　
問
〉

問
一
　
傍
線
部 

①
「
未ダ 

知ラ

、
為た
ル
モ
ノ

   

子
可ケ
ン

 

得 

安キ
ヲ

 

乎ト

」
に
つ
い
て
、
思
魯
は
、
本
来
、
子
は
父
母
の
た
め
に
ど
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
べ
き
だ
と
考
え
て

い
る
か
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

問
二
　
傍
線
部 

②
「
父
当ニ 

以テ 

学ヲ

為ス 

教ト

」
を
、
わ
か
り
や
す
く
現
代
語
訳
せ
よ
。

問
三
　
傍
線
部 
③
「
食 

之
安
得 

甘
」
を
書
き
下
し
文
に
せ
よ
。

問
四
　
顔
之
推
は
、
思
魯
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
望
ん
で
い
る
か
、
本
文
全
体
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

レ

レ

レ

レ

二

レ

レ

レ

頁 

数
20
　　20


