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～
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1

28

101

106

第
１
問

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

現
在
、
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
進
展
に
よ
り
、
※
効
率
主
義
や
成
果
主
義
が
い

び
つ
な
形
で
は
び
こ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
せ
い
で
「
工
学
や
自
然
科
学
系
な
ど

と
比
べ
て
生
産
性
が
低
い
」
「
※
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
で
も
な
く
、
効
率
も
良
く

な
い
」
と
人
文
社
会
科
学
を
軽
視
す
る
傾
向
が
年
を
追
う
ご
と
に
強
ま
っ
て
い

ま
す
が
、
そ
の
主
張
に
は
何
の
ⓐ
コ
ン
キ
ョ
も
あ
り
ま
せ
ん
。

逆
に
人
文
系
の
教
養
の
ⓑ
ケ
ツ
ジ
ョ
は
、
批
判
精
神
の
低
下
、
発
想
の
転
換

の
鈍
さ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
劣
化
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
。
も
っ

と
言
え
ば
、
人
文
系
教
養
の
軽
視
と
※
反
知
性
主
義
の
進
行
は
※
パ
ラ
レ
ル
に

さ
え
見
え
ま
す
。

先
の
見
通
し
が
立
た
な
い
現
代
に
お
い
て
こ
そ
、
ま
た
未
来
に
起
き
う
る
危

機
に
備
え
る
た
め
に
も
、
Ａ
人
文
社
会
系
の
知
識
を
学
ぶ
必
要
が
あ
る
で
し
ょ

う
。
未
来
を
正
し
く
予
測
す
る
こ
と
は
誰
に
も
で
き
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ま
で
の

歴
史
の
経
験
に
従
う
な
ら
ば
、
未
来
は
「
忘
れ
ら
れ
た
過
去
の
復
活
」
、
あ
る

い
は
「
忘
れ
ら
れ
た
過
去
の
再
発
見
」
と
い
う
か
た
ち
で
開
か
れ
て
い
く
か
ら

で
す
。

Ⅰ

、
未
来
に
つ
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
礎
石
と
な
る
「
歴
史
」
を

学
び
、
修
得
し
た
歴
史
の
教
訓
を
未
来
に
応
用
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま

す
。人

文
社
会
科
学
と
は
、
人
類
が
歩
ん
で
き
た
歴
史
全
般
を
扱
う
学
問
で
す
。

ゆ
え
に
、
人
文
社
会
科
学
の
教
養
の
な
い
人
間
が
政
治
家
に
な
る
と
、
歴
史
認

識
に
お
い
て
大
き
な
つ
ま
ず
き
を
招
い
て
し
ま
い
ま
す
。
学
問
と
は
、
言
う
な

れ
ば
「
私
た
ち
は
ど
こ
か
ら
来
て
、
ど
こ
へ
向
か
う
の
か
」
と
い
う
、
過
去
と

未
来
の
橋
渡
し
を
す
る
営
み
で
す
。
過
去
を
踏
ま
え
た
上
で
何
を
目
指
し
て
い

け
ば
よ
い
か
と
い
う
※
コ
ン
セ
プ
ト
を
組
み
立
て
る
。
そ
う
し
た
歴
史
を
踏
ま

え
る
こ
と
で
、
あ
る
程
度
の
法
則
性
が
見
え
て
く
る
の
で
す
。

そ
し
て
「
人
間
と
は
何
か
」
「
人
間
の
抱
え
込
む
欲
望
や
本
能
と
は
何
か
」

と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
何
ら
か
の
答
え
を
差
し
出
し
て
く
れ
る
学
問
が
文
学

で
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
「
Ｂ
文
学
は
実
学
で
あ
る
」
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

昨
今
の
政
治
家
や
官
僚
は
、
法
案
や
不
正
に
対
す
る
疑
義
に
対
し
、
十
分
な

説
明
責
任
を
果
た
さ
ず
、
中
学
生
に
も
見
抜
け
る
嘘
で
そ
の
場
を
取
り
繕
っ
た

う
そ

り
、
ま
た
法
案
や
政
策
の
肝
心
な
部
分
を
隠
蔽
し
た
り
、
中
身
空
っ
ぽ
の
キ
ラ

い
ん
ぺ
い

キ
ラ
・
フ
レ
ー
ズ
で
ご
ま
か
そ
う
と
し
た
り
、
逆
に
難
解
な
用
語
を
駆
使
し
て

く

し

煙
に
巻
こ
う
と
し
ま
す
。
彼
ら
は
自
分
た
ち
に
厳
し
い
批
判
を
投
げ
か
け
て
く

け
むる

人
文
系
の
学
者
た
ち
を
一
掃
し
、
政
権
に
尻
尾
を
振
る
※
イ
エ
ス
マ
ン
で
固

し
っ

ぽ

め
た
い
が
た
め
だ
け
に
、
予
算
を
削
る
こ
と
を
ち
ら
つ
か
せ
、
嫌
が
ら
せ
を
し

て
き
ま
す
。
そ
う
し
た
※
エ
セ
文
学
的
な
「
言
葉
の
悪
用
」
を
す
る
人
た
ち
を

批
判
す
る
の
が
、
文
学
の
本
来
の
役
割
な
の
で
す
。

人
類
は
お
よ
そ
七
〇
〇
万
年
前
に
誕
生
し
ま
し
た
が
、
現
在
ま
で
生
き
残
っ

て
い
る
の
は
「
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
」
た
だ
一
種
類
だ
け
で
す
。
現
生
人
類
で

あ
る
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
は
二
〇
万
年
前
に
誕
生
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
そ
れ
以
外
に
も
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
と
呼
ば
れ
る
「
ホ
モ
・
ネ
ア
ン
デ

ル
タ
ー
レ
ン
シ
ス
」
や
、
北
京
原
人
と
し
て
知
ら
れ
る
「
ホ
モ
・
エ
レ
ク
ト
ゥ

ス
」
な
ど
、
私
た
ち
と
よ
く
似
た
ヒ
ト
が
多
数
存
在
し
て
い
ま
し
た
。

類
人
猿
に
は
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
や
ゴ
リ
ラ
、
ボ
ノ
ボ
、
オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
と
複

数
の
種
が
存
在
し
て
い
る
の
に
、
Ｃ
な
ぜ
か
人
類
の
場
合
は
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン

ス
し
か
生
き
残
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
我
々
と
類
縁
の
他
の
種
は
す
べ
て
絶
滅
し

て
し
ま
っ
た
と
い
う
人
類
学
的
な
現
実
が
あ
り
ま
す
。

現
生
人
類
が
言
語
能
力
を
獲
得
し
た
の
は
、
今
か
ら
五
万
年
前
と
も
七
万
五

〇
〇
〇
年
前
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
は
諸
説
あ
り
、
さ
ら
に
考
古
学

と
い
う
分
野
は
新
し
い
発
見
が
あ
る
と
こ
れ
ま
で
の
記
述
が
が
ら
り
と
変
わ
っ

て
し
ま
う
の
で
、
絶
対
的
な
真
実
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず

七
万
五
〇
〇
〇
年
前
と
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

人
類
の
言
語
獲
得
を
証
明
す
る
の
は
、
地
層
か
ら
出
土
し
た
遺
物
で
す
。
七

万
五
〇
〇
〇
年
前
よ
り
も
古
い
地
層
か
ら
出
て
き
た
出
土
品
と
、
そ
れ
よ
り
新

し
い
地
層
か
ら
出
て
き
た
も
の
と
で
は
、
明
ら
か
に
違
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
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違
い
を
も
た
ら
し
た
の
が
言
語
を
獲
得
す
る
た
め
の
能
力
だ
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
七
万
五
〇
〇
〇
年
前
よ
り
も
古
い
地
層
か
ら
は
、
狩
り
の
た
め
に
使
っ

た
矢
じ
り
や
、
肉
を
切
る
た
め
の
石
器
と
い
っ
た
、
一
目
見
て
用
途
が
わ
か
る

も
の
し
か
出
土
し
て
い
ま
せ
ん
。

Ⅱ

、
七
万
五
〇
〇
〇
年
前
に
現
生
人
類
が
住
ん
で
い
た
と
さ
れ
る
南
ア

フ
リ
カ
の
ブ
ロ
ン
ボ
ス
洞
窟
か
ら
は
、
何
に
使
っ
て
い
た
の
か
す
ぐ
に
は
わ
か

ど
う
く
つ

ら
な
い
幾
何
学
模
様
が
刻
ま
れ
た
土
片
（
オ
ー
カ
ー
）
が
二
〇
〇
〇
年
に
発
見

さ
れ
て
い
ま
す
。

Ⅲ

二
〇
〇
四
年
に
は
、
同
じ
洞
窟
の
地
層
か
ら
ア
ク
セ

サ
リ
ー
の
よ
う
な
ビ
ー
ズ
状
に
な
っ
た
巻
貝
が
多
数
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
用
途

の
わ
か
ら
な
い
も
の
、
そ
れ
ら
は
ひ
と
口
に
言
え
ば
、
「
ア
ー
ト
」
と
し
か
呼

び
よ
う
の
な
い
も
の
で
し
た
。

人
が
会
話
を
行
う
に
は
複
雑
な
文
節
言
語
を
使
い
こ
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
そ
の
た
め
に
は
物
事
を
象
徴
化
・
抽
象
化
す
る
能
力
が
必
要
で
す
。
実
用

的
で
は
な
い
も
の
を
作
製
し
た
こ
と
は
、
人
類
が
「
象
徴
機
能
」
を
身
に
着
け

た
証
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

あ
か
し

言
葉
と
は
、
す
な
わ
ち
「
現
実
に
は
な
い
も
の
」
を
記
号
に
置
き
換
え
て
表

現
す
る
こ
と
で
す
。
そ
の
よ
う
な
働
き
を
「
象
徴
機
能
」
と
言
い
ま
す
。
こ
の

能
力
が
な
け
れ
ば
、
単
純
な
感
情
伝
達
は
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
複
雑

な
会
話
を
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
す
。

時
代
は
ず
っ
と
下
り
ま
す
が
、
ス
ペ
イ
ン
や
フ
ラ
ン
ス
の
洞
窟
か
ら
は
、
た

く
さ
ん
の
壁
画
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
ア
ル
タ
ミ
ラ
や
ラ
ス
コ
ー
の
壁
画
は

約
一
万
年
か
ら
二
万
年
前
に
描
か
れ
た
壁
画
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の

ア
ー
ト
も
ま
た
人
類
が
言
語
能
力
を
獲
得
し
た
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
た
も
の
な
の

で
す
。
ア
ー
ト
を
創
造
し
、
楽
し
む
た
め
に
は
、
抽
象
的
な
図
像
を
読
み
取
れ

な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
は
言
語
と
同
じ
く
、
象
徴
的
な
記
号
を
読
み

取
る
能
力
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。

目
の
前
に
存
在
し
な
い
も
の
を
想
像
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
す
―
―
Ｄ
こ
れ
が

言
語
の
マ
ジ
ッ
ク
で
あ
り
、
同
時
に
本
質
と
言
え
ま
す
。
人
類
は
こ
の
と
て
つ

も
な
い
能
力
を
獲
得
し
た
こ
と
で
、
そ
の
後
、
様
々
な
文
明
を
つ
く
り
上
げ
て

い
き
ま
し
た
。

最
近
ま
で
―
―
と
言
っ
て
も
そ
れ
は
お
よ
そ
三
万
年
前
で
す
が
、
ネ
ア
ン
デ

ル
タ
ー
ル
人
は
地
上
に
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
も
、
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル

人
と
現
生
人
類
で
あ
る
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
は
、
あ
る
時
期
ま
で
共
生
し
、
交

雑
も
し
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
現
生
人
類
の
核
Ｄ
Ｎ
Ａ
に
、
ネ

ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
系
の
遺
伝
子
が
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
明
ら
か
で

す
。し

か
し
、
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
は
滅
び
、
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
は
今
日
に

至
る
ま
で
繁
栄
を
続
け
て
い
ま
す
。
結
果
、
人
類
の
人
口
は
現
在
七
六
億
人
を

突
破
し
ま
し
た
。

ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
は
地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る
ⓒ
カ
ン
キ
ョ
ウ
に
適
応
し
、
温

暖
化
や
寒
冷
化
、
乾
燥
化
、
火
山
の
破
局
的
噴
火
な
ど
の
気
候
変
動
に
も
対
応

し
て
き
ま
し
た
。
天
体
の
運
行
と
気
象
の
ⓓ
イ
ン
ガ
関
係
に
気
づ
き
、
物
質
の

特
性
や
自
然
の
法
則
を
発
見
し
、
自
然
に
加
工
を
施
す
技
術
を
洗
練
さ
せ
、
自

然
界
に
存
在
し
な
い
人
工
物
を
次
々
と
生
み
出
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

私
た
ち
の
遠
い
先
祖
の
知
恵
は
代
々
受
け
継
が
れ
、
※
踏
襲
さ
れ
て
き
ま

と
う
し
ゅ
う

し
た
が
、
そ
の
知
恵
が
差
別
や
独
占
、
征
服
や
虐
殺
と
い
う
か
た
ち
で
ⓔ
ハ

ぎ
ゃ
く
さ
つ

ッ
キ
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
生
物
学
的
に
は
、
共
存
共
生
を
目
指
し
た

方
が
結
局
は
よ
り
多
く
の
生
存
に
有
利
に
な
り
ま
す
が
、
人
が
ひ
と
た
び
権
力

を
手
中
に
す
る
と
、
そ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
に
躍
起
に
な
る
そ
の
習
性
が
改
ま

や
っ

き

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

Ｅ
人
類
は
自
然
界
の
中
に
生
ま
れ
な
が
ら
、
自
然
界
に
は
存
在
し
な
い
も
の
を

築
き
上
げ
、
地
上
の
王
と
し
て
※
君
臨
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
可
能
と
し

た
の
が
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
通
り
言
語
で
あ
り
言
語
能
力
な
の
で
す
。
こ

う
し
た
長
い
歴
史
を
踏
ま
え
れ
ば
、
言
語
能
力
を
ど
う
生
か
す
か
が
、
我
々
が

生
き
て
い
く
営
み
、
ひ
い
て
は
人
類
の
未
来
を
左
右
す
る
こ
と
が
わ
か
る
で
し

ょ
う
。
こ
う
い
う
こ
と
が
文
学
の
前
提
に
あ
り
ま
す
。

（

島
田
雅
彦

『
深
読
み
日
本
文
学
』

一
部
改
変

）
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※
（
文
中
の
こ
と
ば
の
意
味
）

効
率
主
義
や
成
果
主
義

…

国
家
や
企
業
が
、
業
務
や
作
業
効
率
の
面
に
お

い
て
、
そ
の
成
果
だ
け
を
重
視
す
る
考
え
方
。

ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ

…

創
造
的(

性)

。

反
知
性
主
義

…

知
性
や
理
性
を
重
視
す
る
傾
向
に
反
対
す
る
考
え
方
。

パ
ラ
レ
ル

…

平
行
な
こ
と
。
ま
た
、
二
つ
の
物
事
の
状
態
な
ど
が
相
似
の

関
係
に
あ
る
こ
と
。

コ
ン
セ
プ
ト

…

概
念
。
物
事
に
共
通
し
て
い
る
特
徴
。

イ
エ
ス
マ
ン

…

人
の
言
う
こ
と
に
何
で
も
「
は
い
、
は
い
」
と
言
っ
て
、

無
批
判
に
従
う
よ
う
な
人
の
こ
と
。

エ
セ

…

似
て
は
い
る
が
本
物
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。

踏
襲

…

今
ま
で
の
や
り
方
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
ぐ
こ
と
。

君
臨

…

あ
る
分
野
で
、
強
大
な
力
を
持
っ
て
他
を
支
配
す
る
こ
と
。
ま

た
、
支
配
し
よ
う
と
す
る
立
場
に
立
つ
こ
と
。

問
１

線
ⓐ
～
ⓔ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

解
答
番
号
は
裏
面
の

～

101

105

ⓐ
「
コ
ン
キ
ョ
」

101

ⓑ
「
ケ
ツ
ジ
ョ
」

102

ⓒ
「
カ
ン
キ
ョ
ウ
」

103

ⓓ
「
イ
ン
ガ
」

104

ⓔ
「
ハ
ッ
キ
」

105

問
２

Ⅰ

～

Ⅲ

に
入
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も

の
を
、
次
の
①
～
④
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

解
答
番
号
は

1

①

Ⅰ

し
か
し

Ⅱ

た
と
え
ば

Ⅲ

そ
し
て

②

Ⅰ

だ
か
ら

Ⅱ

と
こ
ろ
が

Ⅲ

さ
ら
に

③

Ⅰ

つ
ま
り

Ⅱ

あ
る
い
は

Ⅲ

だ
が

④

Ⅰ

さ
て

Ⅱ

ま
た

Ⅲ

し
た
が
っ
て

問
３

線
Ａ
「
人
文
社
会
系
の
知
識
を
学
ぶ
必
要
が
あ
る
」
と
あ
り

ま
す
が
、
そ
の
理
由
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次

の
①
～
④
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

2

①

人
文
社
会
系
の
学
問
は
自
然
科
学
系
の
学
問
と
比
べ
て
、
現
実
的
な

効
果
は
生
み
出
さ
な
い
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
強
化
す
る

こ
と
が
で
き
る
か
ら
。

②

人
文
社
会
系
の
知
識
を
修
得
す
る
こ
と
は
、
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
が

繁
栄
し
た
長
い
歴
史
を
学
ぶ
こ
と
に
つ
な
が
り
、
他
の
現
生
人
類
と
比

べ
優
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
知
る
こ
と
に
な
る
か
ら
。

③

人
文
社
会
系
の
学
問
は
歴
史
全
般
を
扱
う
学
問
で
あ
り
、
歴
史
を
学

ぶ
こ
と
か
ら
得
ら
れ
る
多
く
の
教
訓
が
、
未
来
へ
の
展
望
を
予
測
す
る

こ
と
に
つ
な
が
る
か
ら
。

④

人
文
社
会
系
の
知
識
を
修
得
す
る
こ
と
は
、
我
々
人
類
の
進
化
の
中

で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
も
の
と
し
て
、
過
去
の
歴
史
を
再
発

見
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
か
ら
。



国- 4

問
４

線
Ｂ
「
文
学
は
実
学
で
あ
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
い
う

こ
と
で
す
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の

う
ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

3

①

グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
が
進
展
す
る
現
代
で
は
、
人
文
社
会
系
の
知
識
を

修
得
す
る
こ
と
は
無
益
で
あ
る
と
い
う
風
潮
が
あ
る
の
で
、
「
文
学
」

は
歴
史
を
ひ
も
と
く
一
つ
の
手
段
と
し
て
世
の
中
や
社
会
に
貢
献
で
き

る
学
問
だ
と
い
う
こ
と
。

②

人
文
社
会
系
の
学
問
は
自
然
科
学
系
の
学
問
と
比
べ
て
、
創
造
性
に

乏
し
く
非
効
率
的
だ
と
す
る
傾
向
が
強
い
現
代
だ
か
ら
こ
そ
、
「
文

学
」
は
人
間
存
在
の
本
質
に
迫
り
、
そ
の
答
え
を
導
く
こ
と
が
で
き
る

学
問
だ
と
い
う
こ
と
。

③

自
然
科
学
系
の
学
問
を
重
視
し
生
産
性
ば
か
り
追
求
し
た
結
果
、
昨

今
の
政
治
家
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
教
養
の
な
い
人
々
が
多
い
時
代
に

な
っ
た
の
で
、
「
文
学
」
は
忘
れ
ら
れ
た
過
去
を
回
顧
す
る
た
め
の
貴

重
な
学
問
だ
と
い
う
こ
と
。

④

未
来
に
関
し
て
予
期
で
き
な
い
現
代
で
は
発
想
の
転
換
が
求
め
ら
れ

て
い
る
が
、
過
去
の
歴
史
の
教
訓
が
生
か
せ
な
い
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、

「
文
学
」
は
言
葉
を
武
器
に
し
て
新
た
な
時
代
を
創
造
す
る
だ
け
の
実

効
性
が
あ
る
学
問
だ
と
い
う
こ
と
。

問
５

線
Ｃ
「
な
ぜ
か
人
類
の
場
合
は
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
し
か
生

き
残
れ
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
歴
史
的
理
由
を
説
明
し

た
次
の
文
の

ア

～

ウ

に
入
る
最
も
適
当
な
語
を
、
あ
と
の
①
～

⑥
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。

解
答
番
号
は
ア
が

・
イ
が

・
ウ
が

4

5

6

人
類
が
た
ど
っ
て
き
た
歴
史
の
中
で
、
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
だ
け

が
生
き
残
る
こ
と
が
で
き
た
理
由
は
、
七
万
五
〇
〇
〇
年
前
を
境
に

地
層
か
ら
出
土
し
た
遺
物
の
違
い
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
。
そ
の
違

い
と
は
、
地
層
か
ら
出
土
し
た
遺
物
が
何
に
使
わ
れ
て
い
た
の
か
と

い
う

ア

が
、
「
わ
か
る
も
の
」
か
ら
「
わ
か
ら
な
い
も
の
」
に

変
わ
っ
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
い
る
。
現
生
人
類
が
残
し
た
洞
窟
か

ら
出
土
し
た
土
器
の
模
様
や
描
か
れ
た
壁
画
は
「
ア
ー
ト
」
と
呼
ば

れ
、
こ
れ
ら
か
ら
、
物
事
を

イ

化
す
る
能
力
を
持
っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
「
ア
ー
ト
」
を
創
造
し
、
楽
し
む

た
め
の
能
力
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、

ウ

を
読
み
取
る
能
力
を

持
っ
て
い
た
と
推
察
で
き
る
。
こ
の
途
方
も
な
い
能
力
を
獲
得
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
は
生
き
残
る
こ
と
が
で
き
、

繁
栄
の
道
を
た
ど
る
こ
と
に
な
っ
た
。

①

象
徴

②

単
純

③

複
雑

④

用
途

⑤

言
語

⑥

創
造



国- 5

問
６

線
Ｄ
「
こ
れ
が
言
語
の
マ
ジ
ッ
ク
で
あ
り
」
と
あ
り
ま
す

が
、
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、

次
の
①
～
④
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

7

①

人
類
は
言
語
能
力
を
獲
得
し
た
こ
と
で
、
そ
の
想
像
性
に
よ
っ
て
多

様
な
文
明
を
も
つ
く
り
出
す
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

②

人
類
は
抽
象
的
な
記
号
を
読
み
取
る
能
力
を
身
に
つ
け
た
こ
と
で
、

豊
か
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
獲
得
し
た
と
い
う
こ
と
。

③

人
類
は
実
用
的
で
な
い
も
の
を
つ
く
り
出
し
た
結
果
、
人
口
が
七
六

億
人
を
突
破
す
る
ほ
ど
の
生
産
性
を
獲
得
し
た
と
い
う
こ
と
。

④

人
類
は
「
ア
ー
ト
」
を
創
造
す
る
こ
と
で
、
単
純
で
な
く
複
雑
な
会

話
を
行
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

問
７

線
Ｅ
「
人
類
は
自
然
界
の
中
に
生
ま
れ
な
が
ら
、
自
然
界
に

は
存
在
し
な
い
も
の
を
築
き
上
げ
、
地
上
の
王
と
し
て
君
臨
し
て
い
き
ま

く
ん
り
ん

し
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
言
語
を
獲
得
し
た

人
類
で
あ
る
我
々
は
、
「
文
学
」
を
ど
の
よ
う
に
生
か
す
べ
き
だ
と
筆
者

は
述
べ
て
い
ま
す
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
う
ち
か
ら

一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

8

①

現
代
社
会
で
生
き
抜
く
能
力
と
し
て
、
多
様
な
言
語
を
運
用
で
き
る

よ
う
に
生
か
す
べ
き
だ
。

②

言
葉
を
利
用
し
権
力
を
振
り
か
ざ
す
人
た
ち
に
対
し
て
、
批
判
で
き

る
よ
う
に
生
か
す
べ
き
だ
。

③

予
想
不
可
能
な
未
来
に
向
け
て
、
生
産
性
を
高
め
ら
れ
る
よ
う
に
生

か
す
べ
き
だ
。

④

我
々
の
生
き
る
営
み
と
し
て
、
さ
ら
に
は
人
類
の
繁
栄
の
た
め
に
生

か
す
べ
き
だ
。

問
８

本
文
の
論
の
進
め
方
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①

～
④
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

9

①

最
初
に
自
然
科
学
系
学
問
の
優
位
性
を
説
明
し
、
次
に
歴
史
を
学
ぶ

こ
と
の
意
義
を
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
過
去
か
ら
現
在
の
橋
渡
し
の

役
割
を
果
た
す
学
問
と
し
て
の
「
文
学
」
が
、
今
後
、
言
語
的
問
題
を

ど
の
よ
う
に
解
決
す
べ
き
か
を
考
察
し
て
い
る
。

②

最
初
に
人
文
社
会
系
の
知
識
の
必
要
性
を
説
明
し
、
次
に
「
文
学
」

の
果
た
す
べ
き
役
割
を
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
人
類
が
言
語
能
力
を

獲
得
し
た
長
い
歴
史
を
考
察
し
た
上
で
、
い
び
つ
な
現
代
社
会
の
中
で

「
文
学
」
の
本
質
を
と
ら
え
直
す
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

③

最
初
に
人
文
社
会
系
の
学
問
軽
視
の
風
潮
を
否
定
し
、
次
に
昨
今
の

権
力
者
た
ち
の
横
暴
さ
を
批
判
す
る
「
文
学
」
の
重
要
性
を
説
い
て
い

る
。
そ
し
て
、
未
来
に
関
す
る
言
論
や
表
現
の
自
由
を
い
か
に
確
保
す

る
べ
き
か
に
つ
い
て
持
論
を
添
え
て
い
る
。

④

最
初
に
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
を
追
求
す
る
学
問
が
「
文
学
」
で
あ

る
と
定
義
し
、
次
に
人
類
が
言
語
能
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
存
在
し

な
い
も
の
を
創
造
し
た
歴
史
を
考
察
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
人
類
の
未

来
を
歴
史
学
を
中
心
に
展
望
し
よ
う
と
し
て
い
る
。



国- 6

第
２
問

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

荒
木
公
平
の
人
生
は
―
―
人
生
と
い
う
の
が
お
お
げ
さ
で
あ
る
な
ら
ば
会
社

あ
ら

き

こ
う
へ
い

人
生
は
―
―
、
辞
書
に
捧
げ
ら
れ
て
き
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

さ
さ

荒
木
は
幼
い
こ
ろ
か
ら
言
葉
に
興
味
が
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
犬
。
そ
こ
に
い
る
の
に
、
い
ぬ
。
は
は
、
お
か
し
い
。
い
ま
だ

っ
た
ら
女
性
社
員
か
ら
、
「
荒
木
さ
ん
、
オ
ヤ
ジ
ギ
ャ
グ
は
や
め
て
い
た
だ
け

ま
す
か
」
と
言
わ
れ
て
し
ま
い
そ
う
な
こ
と
を
、
子
ど
も
の
く
せ
に
思
い
つ
い

て
は
愉
快
な
気
持
ち
に
な
っ
て
い
た
。

犬
は
、
動
物
の
犬
だ
け
を
意
味
す
る
単
語
で
は
な
い
。

父
親
に
連
れ
て
い
っ
て
も
ら
っ
た
映
画
館
の
ス
ク
リ
ー
ン
で
、
「
※
官
憲
の

犬
め
が
ぁ
！
」
と
裏
切
り
に
遭
っ
た
瀕
死
の
ヤ
ク
ザ
が
血
ま
み
れ
で
叫
ん
で
い

ひ
ん

し

た
。
そ
こ
で
荒
木
は
、
敵
対
す
る
組
織
か
ら
送
り
こ
ま
れ
た
ス
パ
イ
の
こ
と
も

犬
と
称
す
る
の
だ
と
知
っ
た
。

子
分
が
瀕
死
の
状
態
に
あ
る
と
報
を
受
け
た
組
長
は
、
す
っ
く
と
立
ち
あ
が

っ
て
言
っ
た
。

「
お
ま
え
ら
、
な
に
を
ボ
サ
ッ
と
し
ち
ょ
る
ん
じ
ゃ
！

ド
ス
を
磨
け
ぃ
！

や
つ
を
犬
死
に
さ
せ
ち
ゃ
あ
い
か
ん
ぜ
よ
！
」

そ
こ
で
荒
木
は
、
犬
と
い
う
言
葉
が
「
無
駄
」
に
相
当
す
る
意
味
も
持
つ
の

だ
と
知
っ
た
。

動
物
の
犬
は
、
人
間
に
と
っ
て
忠
実
な
る
相
棒
で
あ
る
。
信
頼
の
お
け
る
、

賢
く
愛
ら
し
い
友
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
じ
「
犬
」
と
い
う
言
葉

が
、
卑
怯
な
※
内
通
者
や
物
事
の
無
意
味
さ
を
指
し
も
す
る
の
は
、
不
思
議

ひ

き
ょ
う

な
こ
と
だ
。
動
物
の
犬
が
性
質
と
し
て
持
ち
あ
わ
せ
る
、
と
き
と
し
て
卑
屈
な

ま
で
の
忠
実
さ
。
ひ
と
に
尽
く
せ
ば
尽
く
す
ほ
ど
際
立
つ
、
※
不
憫
な
ま
で
の

ふ

び
ん

報
わ
れ
な
さ
。
あ
る
い
は
そ
れ
ら
が
、
「
犬
」
に
マ
イ
ナ
ス
の
意
味
を
も
付
与

し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

Ａ
と
ま
あ
、
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
は
一
人
で
楽
し
ん
で
い
た
荒
木
だ
っ
た

が
、
辞
書
の
存
在
を
意
識
し
た
の
は
遅
か
っ
た
。
中
学
校
の
入
学
祝
い
に
、
叔

父
か
ら
『
岩
波
国
語
辞
典
』
を
も
ら
っ
た
の
が
最
初
だ
。

い
わ
な
み
こ
く

ご

じ

て
ん

は
じ
め
て
自
分
だ
け
の
辞
書
を
手
に
入
れ
た
荒
木
は
、
こ
の
書
物
に
夢
中
に

な
っ
た
。

荒
木
の
両
親
は
※
荒
物
屋
を
営
ん
で
お
り
、
仕
入
れ
や
店
番
で
忙
し
か
っ

あ
ら
も
の

や

た
。
必
然
的
に
息
子
に
対
し
て
は
、
「
他
人
さ
ま
に
迷
惑
を
か
け
ず
、
元
気
で

や
っ
て
い
る
な
ら
そ
れ
で
い
い
」
と
い
う
教
育
方
針
だ
っ
た
。
わ
ざ
わ
ざ
辞
書

を
買
い
与
え
、
「
勉
強
し
ろ
」
と
言
う
よ
う
な
発
想
は
両
親
に
は
な
か
っ
た
。

荒
木
の
両
親
に
か
ぎ
ら
ず
、
当
時
の
大
人
の
大
半
が
そ
う
だ
っ
た
。

荒
木
も
も
ち
ろ
ん
、
勉
強
よ
り
も
外
で
友
だ
ち
と
遊
ぶ
ほ
う
が
好
き
だ
っ
た

か
ら
、
小
学
生
の
こ
ろ
は
、
教
室
に
一
冊
だ
け
置
い
て
あ
っ
た
国
語
辞
書
の
こ

と
な
ど
、
た
い
し
て
気
に
も
と
め
て
い
な
か
っ
た
。
た
ま
に
背
表
紙
が
視
界
に

入
る
だ
け
の
、
置
物
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

Ｂ
実
際
に
め
く
っ
て
み
た
辞
書
の
お
も
し
ろ
さ
と
い
っ
た
ら
、
ど
う
だ
ろ
う
。

ぴ
か
ぴ
か
の
表
紙
、
ど
の
ペ
ー
ジ
に
も
び
っ
し
り
と
印
刷
さ
れ
た
文
字
の
つ
ら

な
り
、
薄
い
紙
の
感
触
。
す
べ
て
が
荒
木
を
虜
に
し
た
。
な
に
よ
り
も
荒
木

と
り
こ

の
心
を
と
ら
え
た
の
は
、
簡
潔
に
見
出
し
語
の
意
味
を
説
明
す
る
語
釈
の
部

ご

し
ゃ
く

分
だ
。

荒
木
は
あ
る
晩
、
弟
と
茶
の
間
で
ふ
ざ
け
て
い
て
、
「
大
声
を
出
す
な
」
と

父
親
に
叱
ら
れ
た
。
試
み
に
、
「
こ
え
【
声
】
」
と
い
う
言
葉
を
『
岩
波
国
語

し
か

辞
典
』
で
引
い
て
み
た
。
語
釈
は
こ
う
だ
っ
た
。

人
や
動
物
が
、
の
ど
に
あ
る
特
殊
器
官
を
使
っ
て
出
す
音
。
そ
れ
に
似
た

音
。
季
節
・
時
期
な
ど
が
近
づ
く
け
は
い
。

作
例
と
し
て
、
「
声
」
を
使
っ
た
文
章
も
載
っ
て
い
る
。
「
声
を
上
げ
る
」

や
「
虫
の
声
」
ぐ
ら
い
は
、
な
ん
と
な
く
意
味
を
把
握
し
て
使
っ
て
い
た
が
、

「
秋
の
声
」
「
四
十
の
声
を
き
く
」
に
い
た
っ
て
は
ⓐ
咄
嗟
に
思
い
つ
か
な
か

っ
た
。

言
わ
れ
て
み
れ
ば
そ
の
と
お
り
だ
、
と
荒
木
は
思
っ
た
。
「
声
」
に
は
た
し

か
に
、
「
季
節
・
時
期
な
ど
が
近
づ
く
け
は
い
」
の
意
味
も
あ
る
。
「
犬
」
の
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一
語
に
、
多
様
な
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
。
語
釈
を
読
む

と
、
ふ
だ
ん
か
ら
使
っ
て
い
る
言
葉
に
思
い
が
け
な
い
広
が
り
と
奥
行
き
が
あ

る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
だ
っ
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
「
の
ど
に
あ
る
特
殊
器
官
」
と
い
う
説
明
は
思
わ
せ
ぶ
り

だ
。
荒
木
は
父
親
に
叱
ら
れ
た
こ
と
も
、
か
ま
っ
て
ほ
し
が
っ
て
ま
と
わ
り
つ

い
て
く
る
弟
の
こ
と
も
ほ
っ
ぽ
っ
て
、
な
お
も
辞
書
を
引
い
た
。

と
く
し
ゅ
【
特
殊
】
①
普
通
と
は
質
的
に
違
う
こ
と
。
性
質
が
特
別
で
あ
る

こ
と
。
②[

哲
学]

普
遍
に
対
し
、
そ
の
個
個
の
場
合
・
事
物
に
な
る
も
の
。

き
か
ん
【
器
官
】
生
物
体
を
構
成
し
、
一
定
の
形
態
を
し
、
特
定
の
生
理
機

能
を
い
と
な
む
部
分
。

わ
か
っ
た
よ
う
な
わ
か
ら
ぬ
よ
う
な
説
明
だ
。

「
の
ど
に
あ
る
特
殊
器
官
」
と
は
声
帯
を
指
す
の
だ
ろ
う
と
見
当
が
つ
い
た
の

で
、
荒
木
は
追
究
を
そ
こ
ま
で
に
し
て
お
い
た
。
も
し
声
帯
を
知
ら
な
い
ひ
と

が
『
岩
波
国
語
辞
典
』
を
引
い
た
ら
、
「
の
ど
に
あ
る
特
殊
器
官
」
は
謎
の
器

官
の
ま
ま
で
あ
る
。

辞
書
は
必
ず
し
も
万
能
で
は
な
い
と
知
り
、
Ｃ
荒
木
は
落
胆
す
る
ど
こ
ろ

か
、
ま
す
ま
す
愛
着
を
深
め
た
。
か
ゆ
い
と
こ
ろ
に
手
が
届
き
き
ら
ぬ
箇
所
が

あ
る
の
も
、
が
ん
ば
っ
て
い
る
感
じ
が
し
て
、
と
て
も
い
い
。
決
し
て
完
全
無

欠
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
、
む
し
ろ
、
辞
書
を
作
っ
た
ひ
と
た
ち
の
努
力
と
熱
気

が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
気
が
し
た
。

一
見
し
た
だ
け
で
は
無
機
質
な
言
葉
の
羅
列
だ
が
、
こ
の
膨
大
な
数
の
見
出

ら

れ
つ

し
語
や
語
釈
や
作
例
は
す
べ
て
、
だ
れ
か
が
考
え
に
考
え
抜
い
て
書
い
た
も
の

な
の
だ
。
な
ん
と
い
う
根
気
。
な
ん
と
い
う
言
葉
へ
の
執
念
。

小
遣
い
が
貯
ま
る
た
び
に
、
荒
木
は
古
本
屋
へ
走
っ
た
。
辞
書
は
改
版
さ
れ

た

る
と
、
そ
れ
以
前
の
版
が
古
本
屋
で
安
価
で
売
買
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
異
な

る
出
版
社
の
さ
ま
ざ
ま
な
辞
書
を
、
少
し
ず
つ
集
め
て
読
み
比
べ
た
。
使
い
こ

ま
れ
て
表
紙
が
ち
ぎ
れ
た
も
の
。
ま
え
の
持
ち
主
の
書
き
こ
み
や
赤
線
の
残
る

も
の
。
Ｄ
古
い
辞
書
に
は
、
作
り
手
と
使
い
手
の
言
葉
と
の
格
闘
の
跡
が
刻
印

さ
れ
て
い
る
。

国
語
学
か
言
語
学
の
学
者
に
な
っ
て
、
俺
も
自
分
の
手
で
辞
書
を
編
み
た

お
れ

い
。
高
校
二
年
生
の
夏
に
、
荒
木
は
大
学
に
進
学
さ
せ
て
く
れ
と
父
親
に
頼
ん

だ
。

「
は
あ
？

国
語
学
っ
て
、
な
ん
だ
そ
り
ゃ
。
お
ま
え
、
日
本
語
し
ゃ
べ
れ
る

じ
ゃ
ね
え
か
。
な
ん
で
大
学
行
っ
て
ま
で
国
語
を
勉
強
す
る
必
要
が
あ
る
」

「
い
や
、
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
」

「
そ
ん
な
こ
と
よ
り
、
店
の
手
伝
い
し
ろ
。
母
ち
ゃ
ん
腰
痛
め
ち
ゃ
っ
て
ん
だ

ぞ
」て

ん
で
話
の
通
じ
な
い
父
親
を
説
得
し
た
の
は
、
『
岩
波
国
語
辞
典
』
を
く

れ
た
叔
父
だ
っ
た
。

「
ま
あ
ま
あ
、
兄
貴
」

数
年
に
一
回
し
か
実
家
の
荒
物
屋
に
顔
を
出
さ
な
い
叔
父
は
、
※
鷹
揚
に
仲

お
う
よ
う

裁
し
た
。
叔
父
は
捕
鯨
船
の
乗
組
員
で
、
長
い
航
海
の
あ
い
だ
に
辞
書
の
味
を

ほ

げ
い

覚
え
た
ら
し
い
。
親
戚
の
あ
い
だ
で
は
変
わ
り
も
の
で
通
っ
て
い
た
。

「
公
ち
ゃ
ん
は
わ
り
と
賢
い
子
じ
ゃ
な
い
か
。
思
い
き
っ
て
大
学
へ
や
っ
た
ら

ど
う
だ
い
」

荒
木
は
ⓑ
猛
然
と
受
験
勉
強
に
取
り
組
み
、
大
学
に
入
っ
た
。
四
年
の
あ
い

だ
に
、
残
念
な
が
ら
自
分
に
は
学
者
に
な
れ
る
ほ
ど
の
セ
ン
ス
は
な
い
と
察
し

が
つ
い
た
が
、
辞
書
を
作
り
た
い
と
願
う
気
持
ち
は
抑
え
が
た
か
っ
た
。
Ｅ
大

学
四
年
生
に
な
っ
た
年
、
小
学
館
か
ら
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
が
刊
行
さ
れ
は

じ
め
た
こ
と
も
大
き
か
っ
た
。

こ
れ
は
、
全
二
十
巻
と
い
う
大
部
の
辞
書
だ
っ
た
。
編
集
作
業
に
十
年
以
上

た
い

ぶ

の
年
月
を
か
け
、
約
四
十
五
万
項
目
を
収
録
。
協
力
者
は
三
千
名
に
及
ぶ
と
言

わ
れ
た
。

貧
乏
学
生
の
身
で
は
手
が
出
な
い
。
大
学
図
書
館
に
並
ぶ
『
日
本
国
語
大
辞

に

ほ
ん
こ
く

ご

だ
い

じ

典
』
を
、
荒
木
は
震
え
る
思
い
で
眺
め
た
。
大
勢
の
ひ
と
の
情
熱
と
時
間
が
注

て
ん

そ
そ

ぎ
こ
ま
れ
た
辞
書
を
。
埃
く
さ
い
静
か
な
図
書
館
の
書
架
で
、
そ
れ
は
夜
空

ほ
こ
り

に
浮
か
ぶ
月
の
ご
と
く
、
清
浄
な
輝
き
を
放
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
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学
者
と
し
て
、
辞
書
の
表
紙
に
名
を
載
せ
る
こ
と
は
俺
に
は
で
き
な
い
。
編

集
者
と
し
て
、
辞
書
づ
く
り
に
携
わ
る
道
は
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
。
俺
は
ど
う

し
た
っ
て
、
辞
書
を
作
り
た
い
。
俺
の
持
て
る
情
熱
と
時
間
の
す
べ
て
を
注
ぎ

こ
ん
で
も
悔
い
の
な
い
も
の
。
そ
れ
が
辞
書
だ
。

荒
木
は
猛
然
と
就
職
活
動
を
繰
り
広
げ
、
大
手
総
合
出
版
社
の
玄
武
書
房
に

げ

ん

ぶ

し
ょ
ぼ
う

入
社
し
た
。

「
そ
れ
か
ら
、
辞
書
づ
く
り
ひ
と
す
じ
三
十
七
年
で
す
わ
」

「
ほ
う
、
も
う
そ
ん
な
に
な
り
ま
す
か
ね
え
」

「
先
生
が
一
番
最
初
に
手
に
し
た
辞
書
は
な
ん
で
す
」

「
祖
父
の
遺
品
と
し
て
譲
り
受
け
た
、
大
槻
文
彦
の
『
言
海
』
で
す
ね
。
多
大

お
お
つ
き
ふ
み
ひ
こ

げ
ん
か
い

な
困
難
を
乗
り
越
え
、
大
槻
が
一
人
で
※
編
纂
し
た
辞
書
だ
と
知
り
、
子
ど
も

へ
ん
さ
ん

ご
こ
ろ
に
お
お
い
に
感
銘
を
受
け
た
も
の
で
す
」

「
ず
い
ぶ
ん
た
く
さ
ん
の
辞
書
を
、
一
緒
に
作
り
ま
し
た
。
ひ
と
つ
の
辞
書
を

作
り
あ
げ
て
も
、
す
ぐ
に
改
訂
や
改
版
作
業
に
追
わ
れ
、
ゆ
っ
く
り
語
り
あ
う

こ
と
も
で
き
な
い
ほ
ど
だ
っ
た
。
『
玄
武
現
代
語
辞
典
』
、
『
玄
武
学
習
国

げ

ん

ぶ

げ
ん
だ
い

ご

じ

て
ん

げ

ん

ぶ

が
く
し
ゅ
う
こ
く

語
辞
典
』
、
『
字
玄
』
。
ど
れ
も
思
い
出
深
い
」

ご

じ

て
ん

じ

げ
ん

「
最
後
ま
で
お
手
伝
い
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
本
当
に
申
し
訳
な
い
で
す
」

荒
木
は
テ
ー
ブ
ル
に
両
手
を
つ
き
、
深
々
と
頭
を
下
げ
た
。
※
用
例
採
集
カ

ー
ド
を
束
ね
た
松
本
先
生
は
、
気
落
ち
し
た
の
か
、
Ｆ
め
ず
ら
し
く
背
中
を
少

し
丸
め
た
。

「
や
は
り
、
定
年
に
な
る
の
を
の
ば
せ
そ
う
に
あ
り
ま
せ
ん
か
」

「
※
す
ま
じ
き
も
の
は
宮
仕
え
、
で
す
」

み
や
づ
か

「
※
嘱
託
で
も
い
い
」

し
ょ
く
た
く

「
で
き
る
だ
け
編
集
部
に
顔
を
出
す
つ
も
り
で
は
い
ま
す
が
…
…
。
女
房
の
具

合
が
、
ど
う
も
芳
し
く
な
い
ん
で
す
わ
。
こ
れ
ま
で
辞
書
漬
け
で
、
な
ん
に

か
ん
ば

も
し
て
や
れ
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
せ
め
て
定
年
後
は
そ
ば
に
つ
い
て
い
て
や

り
た
い
」

「
そ
う
で
す
か
」

Ｇ
い
よ
い
よ
う
つ
む
い
て
し
ま
っ
た
松
本
先
生
だ
が
、
明
ら
か
に
空
元
気
と
わ

か
ら

か
る
調
子
で
言
っ
た
。
「
い
や
、
そ
れ
が
い
い
。
今
度
は
荒
木
君
が
、
奥
さ
ん

を
支
え
て
さ
し
あ
げ
る
番
だ
」

先
生
の
や
る
気
を
削
い
で
は
、
編
集
者
と
し
て
失
格
だ
。
荒
木
は
顔
を
上

そ

げ
、
松
本
先
生
を
励
ま
そ
う
と
身
を
乗
り
だ
し
た
。

「
定
年
ま
で
に
な
ん
と
し
て
も
、
わ
た
し
の
後
継
と
な
る
社
員
を
探
し
ま
す
。

先
生
を
万
全
の
態
勢
で
お
助
け
し
、
辞
書
編
集
部
を
統
率
し
、
わ
た
し
た
ち
二

人
で
立
て
た
新
し
い
辞
書
の
企
画
を
推
進
し
て
い
け
る
、
若
く
有
能
な
人
材

を
」

「
辞
書
の
編
集
作
業
は
、
ほ
か
の
単
行
本
や
雑
誌
と
は
ち
が
う
。
大
変
特
殊
な

世
界
で
す
。
気
長
で
、
細
か
い
作
業
を
※
厭
わ
ず
、
言
葉
に
※
耽
溺
し
、
し
か

い
と

た
ん
で
き

し
溺
れ
き
ら
ず
広
い
視
野
を
も
併
せ
持
つ
若
者
が
、
い
ま
の
時
代
に
は
た
し
て

お
ぼ

あ
わ

い
る
で
し
ょ
う
か
」

「
必
ず
い
る
は
ず
で
す
。
※
弊
社
の
社
員
、
五
百
余
名
の
な
か
に
見
当
た
ら
な

へ
い
し
ゃ

け
れ
ば
、
他
社
か
ら
引
き
抜
い
て
で
も
連
れ
て
き
ま
す
。
先
生
、
ど
う
か
玄
武

書
房
に
、
ひ
き
つ
づ
き
先
生
の
お
力
を
お
貸
し
く
だ
さ
い
」

松
本
先
生
は
う
な
ず
き
、
静
か
に
言
っ
た
。

「
荒
木
君
と
辞
書
を
作
れ
て
、
本
当
に
よ
か
っ
た
。
き
み
が
ど
ん
な
に
が
ん
ば

っ
て
探
し
て
く
れ
て
も
、
き
み
の
よ
う
な
編
集
者
と
は
、
き
っ
と
も
う
二
度
と

出
会
え
な
い
で
し
ょ
う
」

ⓒ
不
覚
に
も
※
嗚
咽
し
そ
う
に
な
り
、
荒
木
は
あ
わ
て
て
唇
を
噛
み
し
め
た
。

お

え
つ

か

松
本
先
生
と
と
も
に
本
と
校
正
刷
り
に
埋
も
れ
て
過
ご
し
た
三
十
数
年
が
、
う

ゲ

ラ

つ
く
し
い
夢
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
、
先
生
」

新
し
い
辞
書
企
画
の
立
ち
あ
げ
半
ば
に
し
て
、
会
社
を
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い

の
は
無
念
だ
。
辞
書
は
荒
木
を
構
成
す
る
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
だ
っ
た
。

同
時
に
荒
木
は
、
新
た
な
る
使
命
が
胸
に
宿
っ
た
の
も
感
じ
て
い
た
。
親
愛

と
さ
び
し
さ
と
行
く
手
に
対
す
る
不
安
を
た
た
え
た
、
松
本
先
生
の
表
情
を
目

に
し
た
瞬
間
に
。

俺
が
辞
書
編
集
部
員
と
し
て
果
た
す
べ
き
役
割
は
、
念
願
だ
っ
た
新
し
い
辞

書
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
だ
と
ば
か
り
思
っ
て
き
た
が
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

俺
と
同
じ
よ
う
に
、
い
や
、
俺
以
上
に
、
辞
書
を
愛
す
る
人
間
を
見
つ
け
る
こ
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と
だ
っ
た
の
だ
。

先
生
の
た
め
に
。
日
本
語
を
使
う
ひ
と
、
学
ぶ
ひ
と
の
た
め
に
。
な
に
よ
り

も
、
Ｈ
辞
書
と
い
う
貴
い
書
物
の
た
め
に
。

最
後
の
大
仕
事
を
為
し
遂
げ
る
べ
く
、
荒
木
は
意
欲
に
満
ち
て
会
社
に
戻
っ

な

と

た
。

（

三
浦
し
を
ん

『
舟
を
編
む
』

一
部
改
変

）

※
（
文
中
の
こ
と
ば
の
意
味
）

官
憲

…

役
人
。
特
に
警
察
関
係
の
役
人
。

内
通
者

…

組
織
の
内
部
で
ひ
そ
か
に
敵
に
通
じ
た
り
、
情
報
を
も
ら
し
た

り
し
て
い
る
裏
切
者
の
こ
と
。

不
憫

…

か
わ
い
そ
う
な
こ
と
。
気
の
毒
な
こ
と
。

荒
物
屋

…

家
庭
用
の
雑
貨
類
を
売
る
店
。
雑
貨
屋
。

鷹
揚
に

…

小
さ
な
こ
と
に
こ
だ
わ
ら
ず
ゆ
っ
た
り
と
し
て
い
る
さ
ま
。

編
纂

…

い
ろ
い
ろ
な
材
料
を
集
め
、
整
理
・
加
筆
な
ど
し
て
書
物
に
ま
と

め
る
こ
と
。
編
集
。

用
例
採
集
カ
ー
ド

…

気
に
な
っ
た
言
葉
や
知
ら
な
い
言
葉
を
記
録
す
る
カ

ー
ド
。

す
ま
じ
き
も
の
は
宮
仕
え

…

会
社
な
ど
に
勤
め
る
の
は
気
苦
労
が
多
く
つ

ら
い
も
の
だ
か
ら
、
で
き
る
な
ら
し
な
い
方
が

よ
い
と
い
う
こ
と
。

嘱
託

…

正
式
の
職
員
と
せ
ず
、
臨
時
に
業
務
を
頼
む
こ
と
。

厭
わ
ず

…

嫌
が
ら
ず
。

耽
溺

…

一
つ
の
こ
と
に
夢
中
に
な
る
こ
と
。

弊
社

…

自
分
の
会
社
を
へ
り
く
だ
っ
て
い
う
語
。

嗚
咽

…

声
を
つ
ま
ら
せ
て
泣
く
こ
と
。

問
１

線
ⓐ
～
ⓒ
の
文
中
に
お
け
る
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の

を
、
あ
と
の
①
～
④
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。

解
答
番
号
は

～

10

12

ⓐ
「
咄
嗟
に
」

と
っ

さ

10

①

ふ
い
に

②

す
ぐ
に

③

さ
す
が
に

④

あ
ら
わ
に

ⓑ
「
猛
然
と
」

11

①

物
事
に
驚
か
な
い
さ
ま

②

し
つ
こ
く
図
々
し
い
さ
ま

③

勇
ま
し
く
強
そ
う
な
さ
ま

④

全
力
を
あ
げ
て
取
り
組
む
さ
ま

ⓒ
「
不
覚
に
も
」

12

①

用
心
し
て
い
な
が
ら
油
断
し
て
失
敗
す
る
こ
と

②

心
が
は
っ
き
り
と
さ
だ
ま
っ
て
い
な
い
こ
と

③

覚
悟
が
し
っ
か
り
決
ま
っ
て
い
な
い
こ
と

④

無
意
識
の
う
ち
に
そ
う
な
る
こ
と
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問
２

線
Ａ
「
と
ま
あ
、
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
は
一
人
で
楽
し
ん

で
い
た
荒
木
だ
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
そ
の

説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び

な
さ
い
。
解
答
番
号
は

13

①

同
じ
言
葉
で
も
使
わ
れ
る
場
面
や
状
況
に
よ
っ
て
異
な
る
意
味
を
持

つ
こ
と
を
知
り
、
「
言
葉
」
に
関
し
て
興
味
や
関
心
が
深
ま
っ
て
い
っ

た
と
い
う
こ
と
。

②

同
じ
言
葉
が
そ
の
言
葉
を
使
う
人
に
よ
っ
て
ま
っ
た
く
違
う
意
味
に

変
化
す
る
こ
と
を
知
り
、
「
言
葉
」
に
対
す
る
不
思
議
さ
を
感
じ
た
と

い
う
こ
と
。

③

同
じ
言
葉
が
指
し
示
す
意
味
は
時
代
と
と
も
に
移
り
変
わ
る
こ
と
を

世
代
の
違
う
父
か
ら
教
わ
り
、
「
言
葉
」
が
持
つ
豊
か
さ
に
触
れ
る
こ

と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
。

④

同
じ
言
葉
で
も
使
い
方
に
よ
っ
て
は
ま
っ
た
く
逆
の
意
味
に
も
な
り

え
る
こ
と
を
知
り
、
「
言
葉
」
に
お
け
る
不
確
か
さ
を
も
て
あ
そ
ぶ
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

問
３

線
Ｂ
「
実
際
に
め
く
っ
て
み
た
辞
書
の
お
も
し
ろ
さ
と
い
っ

た
ら
、
ど
う
だ
ろ
う
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
か
ら
初
め
て
自
分
の
辞
書

を
手
に
し
た
荒
木
の
ど
の
よ
う
な
心
情
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す

か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
う
ち
か
ら

一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

14

①

自
分
の
辞
書
を
初
め
て
手
に
し
た
荒
木
は
、
ひ
と
つ
の
言
葉
か
ら
多

く
の
意
味
や
内
容
が
頭
の
中
で
次
々
と
連
想
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
た
い

へ
ん
喜
ん
で
い
る
。

②

の
ど
か
ら
手
が
出
る
ほ
ど
欲
し
か
っ
た
辞
書
に
満
足
し
て
い
る
荒
木

は
、
そ
の
満
足
感
と
は
裏
腹
に
印
刷
さ
れ
た
文
字
の
無
機
質
さ
に
ず
い

ぶ
ん
戸
惑
っ
て
い
る
。

③

真
新
し
い
辞
書
に
魅
了
さ
れ
た
荒
木
は
、
ふ
だ
ん
使
っ
て
い
る
身
近

な
言
葉
に
も
思
い
が
け
な
い
意
味
の
広
が
り
や
奥
深
さ
が
あ
る
こ
と
に

気
づ
か
さ
れ
感
動
し
て
い
る
。

④

そ
れ
ま
で
辞
書
を
教
室
の
片
隅
に
置
か
れ
て
い
た
単
な
る
置
物
と
し

か
た
す
み

か
見
て
い
な
か
っ
た
荒
木
だ
が
、
人
生
を
大
き
く
変
え
る
ほ
ど
の
力
が

あ
る
こ
と
に
驚
い
て
い
る
。
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問
４

線
Ｃ
「
荒
木
は
落
胆
す
る
ど
こ
ろ
か
、
ま
す
ま
す
愛
着
を
深

め
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

①
～
④
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

15

①

言
葉
と
い
う
も
の
は
辞
書
を
も
っ
て
し
て
も
説
明
し
き
れ
な
い
ほ
ど

奥
が
深
い
こ
と
を
知
り
、
辞
書
が
完
成
す
る
ま
で
に
多
く
の
人
た
ち
の

熱
意
と
努
力
が
あ
る
こ
と
を
想
像
で
き
た
か
ら
。

②

辞
書
は
言
葉
の
意
味
を
す
べ
て
解
明
で
き
な
い
か
ら
こ
そ
空
想
す
る

こ
と
が
可
能
だ
と
気
づ
き
、
自
分
な
ら
ど
の
よ
う
な
語
釈
や
作
例
に
す

る
か
と
想
像
す
る
こ
と
が
愉
快
で
し
か
た
な
か
っ
た
か
ら
。

③

従
来
の
辞
書
は
言
葉
を
無
機
質
な
ま
で
に
並
べ
た
て
た
も
の
に
す
ぎ

な
い
の
で
、
将
来
、
学
者
に
な
っ
て
も
っ
と
優
れ
た
辞
書
を
編
集
し
た

い
と
い
う
夢
を
抱
く
き
っ
か
け
に
な
っ
た
か
ら
。

④

言
葉
の
意
味
を
調
べ
る
た
め
で
し
か
な
い
辞
書
と
向
か
い
合
う
こ
と

で
、
気
の
す
す
ま
な
い
店
の
手
伝
い
や
父
親
に
叱
ら
れ
る
現
実
か
ら
解

放
さ
れ
る
喜
び
を
感
じ
た
か
ら
。

問
５

線
Ｄ
「
古
い
辞
書
に
は
、
作
り
手
と
使
い
手
の
言
葉
と
の
格

闘
の
跡
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
い
う
こ
と
で
す

か
。
そ
の
説
明
を
し
た
次
の
文
の

ア

・

イ

に
入
る
語
と
し
て
最

も
適
当
な
も
の
を
、
あ
と
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選

び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
ア
が

・
イ
が

16

17

古
本
屋
で
買
い
集
め
た
辞
書
に
は
、
そ
の
辞
書
を
作
っ
た
人
た
ち
の

「
言
葉
」
と
向
か
い
合
い
懸
命
に
取
り
組
ん
だ
で
あ
ろ
う
根
気
強
さ
や

ア

が
、
ま
た
、
辞
書
を
使
う
人
た
ち
の
「
言
葉
」
と
向
か
い
合

っ
た
証
と
し
て
の
書
き
こ
み
な
ど
か
ら
そ
の

イ

が
、
そ
れ
ぞ
れ

あ
か
し

垣
間
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
。

か

い

ま

①

産
物

②

歴
史

③

結
晶

④

辛
抱
強
さ

⑤

執
念
深
さ

し
ん
ぼ
う

問
６

線
Ｅ
「
大
学
四
年
生
に
な
っ
た
年
、
小
学
館
か
ら
『
日
本
国

に

ほ
ん
こ
く

語
大
辞
典
』
が
刊
行
さ
れ
は
じ
め
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
『
日
本
国

ご

だ
い

じ

て
ん

語
大
辞
典
』
を
見
つ
め
る
荒
木
の
心
情
が
比
喩
表
現
を
用
い
て
描
き
出
さ

れ
て
い
る
一
文
を
文
中
か
ら
さ
が
し
、
最
初
の
五
字
を
抜
き
出
し
な
さ

い
。
解
答
番
号
は
裏
面
の

106
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問
７

線
Ｆ
「
め
ず
ら
し
く
背
中
を
少
し
丸
め
た
」
、
Ｇ
「
い
よ
い

よ
う
つ
む
い
て
し
ま
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
表
現
か
ら
わ
か

る
松
本
先
生
の
心
情
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
う
ち

か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

18

①

荒
木
の
都
合
で
仕
事
を
途
中
で
投
げ
出
さ
れ
、
い
ま
手
が
け
て
い
る

辞
書
が
作
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
憤
慨
し
て
い
る
。

ふ
ん
が
い

②

荒
木
が
言
っ
た
「
辞
書
漬
け
」
と
い
う
状
況
は
松
本
自
身
も
同
じ
な

の
で
他
人
事
に
思
え
ず
、
自
分
の
人
生
に
困
惑
し
て
い
る
。

こ
ん
わ
く

③

多
く
の
辞
書
を
一
緒
に
作
っ
て
き
た
優
秀
な
編
集
者
荒
木
と
、
い
ま

の
仕
事
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
消
沈
し
て
い
る
。

し
ょ
う
ち
ん

④

な
ん
と
か
荒
木
と
仕
事
を
し
た
い
と
提
案
し
た
こ
と
を
本
人
か
ら
こ

と
ご
と
く
断
ら
れ
、
自
分
の
力
の
な
さ
に
愕
然
と
し
て
い
る
。

が
く
ぜ
ん

問
８

線
Ｈ
「
辞
書
と
い
う
貴
い
書
物
」
と
あ
り
ま
す
が
、
荒
木
に

と
っ
て
「
辞
書
」
と
い
う
存
在
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す

か
。
「
辞
書
」
と
荒
木
の
過
去
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
最
も
適
当
な
も
の

を
、
次
の
①
～
④
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

19

①

言
葉
の
集
積
、
つ
ま
り
人
間
存
在
そ
の
も
の
の
営
み
。

②

言
葉
の
説
明
、
つ
ま
り
人
間
の
知
的
探
究
の
お
手
本
。

③

言
葉
の
羅
列
、
つ
ま
り
人
間
の
規
律
を
重
ん
じ
る
慣
習
。

④

言
葉
と
の
格
闘
、
つ
ま
り
人
間
が
意
思
疎
通
を
は
か
る
道
具
。

そ

つ
う

問
９

こ
の
文
章
に
お
け
る
表
現
と
内
容
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て

最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

解
答
番
号
は

20

①

「
用
例
採
集
カ
ー
ド
」
や
「
校
正
刷
り
」
な
ど
の
、
辞
書
を
編
集
す

る
作
業
に
か
か
わ
る
一
般
に
知
ら
れ
て
い
な
い
専
門
的
な
用
語
を
多
用

す
る
こ
と
で
、
編
集
者
の
仕
事
が
い
か
に
複
雑
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と

を
伝
え
て
い
る
。

②

動
物
の
「
犬
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
そ
れ
を
用
い
た
慣
用
的
な
表
現

を
取
り
挙
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ひ
と
つ
の
言
葉
に
は
多
く
の
用
例
が

あ
る
こ
と
を
何
気
な
い
日
常
の
中
で
分
か
り
や
す
く
示
そ
う
と
す
る
意

図
が
う
か
が
え
る
。

③

「
古
本
屋
へ
走
っ
た
」
「
辞
書
の
味
を
覚
え
た
」
「
辞
書
漬
け
」
な

ど
多
少
大
げ
さ
な
表
現
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
当
時
の
人
た
ち
に
と

っ
て
辞
書
が
ど
れ
ほ
ど
め
ず
ら
し
い
も
の
だ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
示

そ
う
と
し
て
い
る
。

④

荒
木
に
と
っ
て
「
辞
書
」
は
ま
さ
に
自
身
を
「
構
成
す
る
」
人
生
そ

の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
長
年
に
わ
た
る
辞
書
作
り
に
か
け
た
情
熱
や
最

後
の
大
仕
事
で
あ
る
後
継
者
探
し
の
意
欲
が
、
「
俺
」
と
い
う
力
強
い

表
現
か
ら
感
じ
取
れ
る
。
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第
３
問

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

こ
れ
も
今
は
昔
、
※
丹
波
国
篠
村
と
い
ふ
所
に
、
年
ご
ろ
、
※
平
茸
や
る
か

ひ
ら
た
け

た
も
な
く
多
か
り
け
り
。
里
村
の
者
こ
れ
を
取
り
て
、
人
に
も
ⓐ
心
ざ
し
、
ま

た
わ
れ
も
食
ひ
な
ど
し
て
年
ご
ろ
過
ぐ
る
ほ
ど
に
、
そ
の
里
に
と
り
て
※
宗
と

む
ね

あ
る
者
の
夢
に
、
※
頭
を
つ
か
み
な
る
法
師
ど
も
の
二
、
三
十
人
ば
か
り
出

か
し
ら

で
来
て
、
「
申
す
べ
き
事
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
「
い
か
な
る
人
ぞ
」
と
問
ふ

に
、
「
※
こ
の
法
師
ば
ら
は
、
こ
の
年
ご
ろ
も
※
宮
仕
ひ
よ
く
し
て
さ
ぶ
ら
ひ

み
や
づ
か

つ
る
が
、
こ
の
里
の
縁
尽
き
て
今
は
※
よ
そ
へ
ま
か
り
さ
ぶ
ら
ひ
な
ん
ず
る
事

の
、
Ａ
か
つ
は
あ
は
れ
に
も
さ
ぶ
ら
ふ
。
ま
た
※
事
の
由
を
申
さ
で
は
と
思
ひ

て
、
こ
の
由
を
申
す
な
り
」
と
い
ふ
と
見
て
、
ⓑ
う
ち
驚
き
て
、
「
こ
は
何
事

ぞ
」
と
妻
や
子
や
な
ど
に
語
る
ほ
ど
に
、
ま
た
そ
の
里
の
人
の
夢
に
も
Ｂ
こ
の

定
に
見
え
た
り
と
て
、
あ
ま
た
同
様
に
語
れ
ば
、
Ｃ
心
も
得
で
年
も
暮
れ
ぬ
。

さ
て
、
次
の
年
の
九
、
十
月
に
も
な
り
ぬ
る
に
、
ⓒ
さ
き
ざ
き
出
で
来
る
ほ

ど
な
れ
ば
、
山
に
入
り
て
茸
を
求
む
る
に
、
す
べ
て
※
く
さ
び
ら
大
方
見
え

お
ほ
か
た

ず
。
い
か
な
る
事
に
か
と
、
里
国
の
者
思
ひ
て
過
ぐ
る
ほ
ど
に
、
※
故
仲

胤

ち
ゅ
う
い
ん

僧
都
と
て
※
説
法
ⓓ
な
ら
び
な
き
人
い
ま
し
け
り
。
こ
の
事
を
聞
き
て
、
「
こ

そ

う

づ

は
い
か
に
、
※
不
浄
説
法
す
る
法
師
、
平
茸
に
生
ま
る
と
い
ふ
事
の
あ
る
も
の

ふ
じ
や
う

を
」
と
※
の
た
ま
ひ
て
け
り
。

さ
れ
ば
、
い
か
に
も
い
か
に
も
平
茸
は
食
は
ざ
ら
ん
に
事
欠
く
ま
じ
き
も
の

と
ぞ
。

（

『
宇
治
拾
遺
物
語
』

）

※
（
文
中
の
こ
と
ば
の
意
味
）

丹
波
国
篠
村

…

京
都
府
亀
岡
市
篠
町
一
帯
の
地
。

平
茸

…

食
用
き
の
こ
。

宗
と
あ
る
者

…

年
を
と
っ
て
多
く
の
経
験
を
も
っ
て
い
る
人
。
長
老
。

頭
を
つ
か
み
な
る
法
師

…

頭
髪
の
か
な
り
の
び
た
法
師
。
戒
律
（
ル
ー

ル
）
を
破
っ
て
い
る
法
師
。

こ
の
法
師
ば
ら
は

…

わ
れ
わ
れ
法
師
た
ち
は
。

宮
仕
ひ
よ
く
し
て
さ
ぶ
ら
ひ
つ
る
が

…

よ
く
奉
公
し
て
ま
い
り
ま
し
た

が
。

よ
そ
へ
ま
か
り
さ
ぶ
ら
ひ
な
ん
ず
る
事

…

よ
そ
へ
移
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
こ
と
。

事
の
由
を
申
さ
で
は
と
思
ひ
て

…

事
の
子
細
を
申
し
あ
げ
ず
に
去
る
の
は

失
礼
か
と
思
い
。

く
さ
び
ら

…

こ
こ
は
「
き
の
こ
の
類
」
の
意
味
。

故
仲
胤
僧
都

…

十
二
世
紀
半
ば
に
活
躍
し
た
比
叡
山
の
僧
。

「
故
」
と
は
、
「
今
は
亡
き
」
の
意
味
。

説
法

…

仏
教
で
、
仏
の
教
え
を
説
き
聞
か
せ
る
こ
と
。

不
浄
説
法

…

仏
法
の
た
め
に
で
は
な
く
、
自
分
の
名
誉
と
利
益
の
た
め
に

行
う
不
浄
な
目
的
・
動
機
に
よ
る
説
法
。

の
た
ま
ひ
て
け
り

…

お
っ
し
ゃ
っ
た
。
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問
１

線
ⓐ
～
ⓓ
の
文
中
に
お
け
る
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の

を
、
あ
と
の
①
～
④
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。

解
答
番
号
は

～

21

24

ⓐ
「
心
ざ
し
」

21

①

運
び

②

知
ら
せ

③

贈
り

④

供
え

ⓑ
「
う
ち
驚
き
て
」

22

①

起
こ
し
て

②

目
が
覚
め
て

③

び
っ
く
り
し
て

④

び
っ
く
り
さ
せ
て

Ⓒ
「
さ
き
ざ
き
」

23

①

先
端

②

将
来

③

前
方

④

例
年

ⓓ
「
な
ら
び
な
き
」

24

①

普
通
の

②

特
別
の

③

上
手
な

④

下
手
な

問
２

線
Ａ
「
か
つ
は
あ
は
れ
に
も
さ
ぶ
ら
ふ
」
の
現
代
語
訳
と
し

て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

解
答
番
号
は

25

①

（
ほ
っ
と
す
る
半
面
、
）

一
方
で
は
苦
し
い
こ
と
で
す
。

②

（
ほ
っ
と
す
る
半
面
、
）

一
方
で
は
う
れ
し
い
こ
と
で
す
。

③

（
ほ
っ
と
す
る
半
面
、
）

一
方
で
は
な
ご
り
惜
し
い
こ
と
で
す
。

④

（
ほ
っ
と
す
る
半
面
、
）

一
方
で
は
た
の
し
い
こ
と
で
す
。

問
３

線
Ｂ
「
こ
の
定
に
」
と
は
、
「
こ
ん
な
ふ
う
に
」
と
い
う

ぢ
や
う

意
味
で
す
が
、
そ
の
内
容
を
具
体
的
に
示
す
文
中
の
部
分
と
し
て
最
も
適

当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

解
答
番
号
は

26

①

頭
を
つ
か
み
な
る
法
師
ど
も
の

～

こ
の
由
を
申
す
な
り

②

頭
を
つ
か
み
な
る
法
師
ど
も
の

～

こ
の
由
を
申
す
な
り
」
と
い
ふ

③

頭
を
つ
か
み
な
る
法
師
ど
も
の

～

う
ち
驚
き
て

④

頭
を
つ
か
み
な
る
法
師
ど
も
の

～

妻
や
子
や
な
ど
に
語
る
ほ
ど
に
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問
４

線
Ｃ
「
心
も
得
で
」
と
は
、
「
理
解
で
き
な
い
で
」
と
い
う

意
味
で
す
が
、
長
老
は
ど
う
し
て
理
解
で
き
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の

理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び

な
さ
い
。
解
答
番
号
は

27

①

こ
の
こ
と
を
他
の
村
人
た
ち
に
話
し
た
と
こ
ろ
、
同
じ
夢
を
見
た
人

が
何
人
も
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
か
ら
。

②

こ
の
こ
と
を
妻
や
子
に
話
し
た
と
こ
ろ
、
同
じ
夢
を
見
た
人
が
何
人

も
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
か
ら
。

③

こ
の
こ
と
を
他
の
村
人
た
ち
に
話
し
た
と
こ
ろ
、
同
じ
夢
を
見
た
人

が
誰
も
い
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
か
ら
。

④

こ
の
こ
と
を
妻
や
子
に
話
し
た
と
こ
ろ
、
同
じ
夢
を
見
た
人
が
誰
も

い
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
か
ら
。

問
５

本
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
う
ち
か
ら
一
つ

選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

28

①

篠
村
で
た
く
さ
ん
生
え
て
い
た
平
茸
の
お
か
げ
で
、
村
里
の
者
は
豊

か
な
生
活
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

②

篠
村
の
者
た
ち
は
同
じ
よ
う
な
夢
を
見
る
よ
う
に
な
り
、
村
人
み
ん

な
が
幸
せ
な
生
活
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

③

篠
村
に
た
く
さ
ん
生
え
て
い
た
平
茸
は
、
実
は
不
浄
な
身
で
人
に
説

教
し
た
僧
の
生
ま
れ
か
わ
り
で
あ
っ
た
。

④

篠
村
で
と
れ
な
く
な
っ
た
平
茸
は
、
仲
胤
僧
都
の
お
か
げ
で
ま
た
た

く
さ
ん
と
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
で
問
題
は
終
わ
り
で
す
。


