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二
〇
二
四
年
度

一
般
入
試
Ⅰ 

入
学
試
験
問
題

国

語

（
五
十
分
）
（全
十
四
ペ
ー
ジ
）

〈注
意
〉

一
．
試
験
開
始
の
指
示
が
あ
る
ま
で
、
こ
の
問
題
冊
子
・解
答
用
紙
を
開
け
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

二
．
試
験
開
始
の
指
示
と
同
時
に
、
解
答
用
紙
に
受
験
番
号
と
氏
名
を
書
き
な
さ
い
。

三
．
試
験
開
始
後
、
問
題
冊
子
が
そ
ろ
っ
て
い
な
い
、
印
刷
が
は
っ
き
り
し
な
い
な
ど
の
不
備
が
あ
っ
た
ら
、

手
を
あ
げ
て
試
験
監
督
に
知
ら
せ
な
さ
い
。

四
．
解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
の
指
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
書
き
な
さ
い
。

五
．
記
述
問
題
で
字
数
制
限
が
あ
る
場
合
は
、
句
読
点
な
ど
記
号
も
一
字
と
し
て
数
え
な
さ
い
。

六
．
問
題
文
は
上
下
二
段
に
な
っ
て
い
ま
す
。
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一

次
の
各
文
の
太
線
の
漢
字
の
読
み
が
な
を
書
け
。

⑴

閑
静
な
住
宅
街
を
散
歩
す
る
。

⑵

ど
ん
な
悩
み
に
も
真
摯
に
向
き
合
う
。

⑶

巧
み
な
演
技
を
披
露
す
る
。

⑷

こ
の
デ
ザ
イ
ン
は
汎
用
性
が
高
い
。

⑸

研
究
が
軌
道
に
乗
っ
た
。

二

次
の
各
文
の
太
線
の
カ
タ
カ
ナ
の
部
分
に
当
た
る
漢
字
を
楷
書
で
書
け
。

⑴

彼
女
は
セ
イ
レ
ン
潔
白
な
人
だ
。

⑵

こ
の
本
の
内
容
は
チ
ュ
ウ
シ
ョ
ウ
的
で
分
か
り
づ
ら
い
。

⑶

約
束
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
帳
に
ヒ
カ
え
て
お
く
。

⑷

英
語
の
文
章
を
日
本
語
に
ホ
ン
ヤ
ク
す
る
。

⑸

喉
が
カ
ワ
い
た
の
で
、
水
を
飲
ん
だ
。

三

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。

玄
武
書
房
辞
書
編
集
部
勤
務
の

馬
締

ま

じ

め

光
也
は
、
前
任
者
の
荒
木
公
平
と
言
語
学
者
の
松
本

先
生
と
と
も
に
、
新
し
い
辞
書
『
大
渡
海
』
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
尽
力
し
た
。
十
五
年
の
歳
月

が
流
れ
、
よ
う
や
く
『
大
渡
海
』
は
印
刷
の
日
を
迎
え
た
。
印
刷
に
立
ち
会
っ
た
岸
辺
、
佐
々
木
、

宮
本
ら
も
感
無
量
の
様
子
で
あ
っ
た
。

①
ど
ん
な
に
少
し
ず
つ
で
も
進
み
つ
づ
け
れ
ば
、
い
つ
か
は
光
が
見
え
る
。
玄
奘

げ
ん
じ
ょ
う

三
蔵

さ
ん
ぞ
う

が
は
る
ば
る

天
竺

て
ん
じ
く

ま
で
旅
を
し
、
持
ち
帰
っ
た

大
部

た

い

ぶ

の
経
典
を
中
国
語
訳
す
る

と
い
う
偉
業
を
成
し
遂
げ
た
よ
う
に
。
禅
海
和
尚

ぜ
ん
か
い
お
し
ょ
う

が
こ
つ
こ
つ
と
岩
を
掘
り
抜
き
、
三

十
年
か
け
て
断
崖
に
ト
ン
ネ
ル
を
通
し
た
よ
う
に
。
辞
書
も
ま
た
、
言
葉
の
集
積
し
た
書

物
で
あ
る
と
い
う
意
味
だ
け
で
な
く
、
長
年
に
わ
た
る
不
屈
の
精
神
の
み
が
真
の
希
望

を
も
た
ら
す
と
体
現
す
る
書
物
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
ひ
と
の
叡
智
の
結
晶
と
呼
ば
れ
る

に
ふ
さ
わ
し
い
。

つ
い
に
印
刷
所
の
輪
転
機
が
稼
働
し
、
『大
渡
海
』の
ペ
ー
ジ
が
刷
り
だ
さ
れ
た
。
荒
木
、

岸
辺
と
と
も
に
最
初
の
印
刷
に
立
ち
会
っ
て
い
た
馬
締
は
、
刷
り
あ
が
っ
た
ば
か
り
の
ペ

ー
ジ
を
う
や
う
や
し
く
両
手
で
す
く
い
あ
げ
た
。

そ
れ
は
ま
だ
裁
断
さ
れ
て
い
な
い
、
巨
大
な
一
枚
の
薄
い
紙
だ
っ
た
。
ペ
ー
ジ
の
順
序

や
上
下
左
右
は
ば
ら
ば
ら
に
、
片
面
に
十
六
ペ
ー
ジ
ず
つ
、
両
面
あ
わ
せ
て
三
十
二
ペ
ー

ジ
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
巨
大
な
紙
を
四
回
、
半
分
に
折
る
と
、
ペ
ー
ジ
順
に
上
下
左
右
も
そ
ろ
っ
た
形
で
、
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一
ペ
ー
ジ
大
の
紙
が
十
六
枚
重
な
る
。
背
の
部
分
を
残
し
て
三
方
を
裁
断
し
た
も
の
が
、

「
一
折
り
」
だ
。
つ
ま
り
、
三
十
二
ペ
ー
ジ
で
一
折
り
。
『
大
渡
海
』
は
二
千
九
百
数
十
ペ
ー

ジ
に
及
ぶ
辞
書
と
な
る
の
で
、
九
十
以
上
の
折
り
を
重
ね
、
束
ね
て
一
冊
の
本
と
し
て
製

本
す
る
勘
定
だ
。 

裁
断
ま
え
の
大
き
な
一
枚
紙
は
、
ほ
の
か
な
熱
を
宿
し
て
い
た
。
印
刷
機
を
通
っ
て
き

た
た
め
だ
と
理
性
で
は
わ
か
っ
て
い
た
が
、
馬
締
は
そ
れ
を
荒
木
や
松
本
先
生
の
、
岸
辺

や
佐
々
木
や
自
分
の
、
『
大
渡
海
』
に
か
か
わ
っ
た
多
く
の
学
者
や
学
生
ア
ル
バ
イ
ト
の
、

製
紙
会
社
や
印
刷
所
の
人
々
の
、
情
熱
が
凝
縮
し
た
熱
だ
と
信
じ
た
。 

②
目
に
や
わ
ら
か
な
黄
味
を
帯
び
た
紙
は
、
夏
の
夜
の
ご
と
き
闇
色
の
文
字
を
く
っ

き
り
と
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
。
ち
ょ
う
ど
「あ
か
り
【明
か
り
】」の
項
が
含
ま
れ
る
ペ
ー
ジ

だ
と
気
づ
き
、
馬
締
は
急
い
で
ま
ば
た
き
し
た
。
こ
み
あ
げ
る
も
の
で
視
界
が
曇
り
そ
う

に
な
っ
た
か
ら
だ
。 

「あ
か
り
【明
か
り
】」と
い
う
言
葉
に
は
、
光
や
灯
火

と
も
し
び

だ
け
で
な
く
、
証
の
意
味
も
あ
る
。

玄
武
書
房
辞
書
編
集
部
の
、
十
五
年
に
わ
た
る
言
葉
と
の
格
闘
は
決
し
て
無
為
で
は
な

か
っ
た
と
、
い
ま
こ
う
し
て
形
と
な
っ
て
証
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。 

「な
ん
て
き
れ
い
な
ん
で
し
ょ
う
」 

岸
辺
は
宝
石
を
見
る
よ
う
に
ペ
ー
ジ
を
眺
め
、
ハ
ン
カ
チ
で
目
頭
を
押
さ
え
た
。
そ
の

隣
で
は
、
や
は
り
立
ち
会
い
を
し
て
い
た
あ
け
ぼ
の
製
紙
の
宮
本
が
、
感
極
ま
っ
た
様
子

で
う
な
ず
い
て
い
る
。
荒
木
が
お
そ
る
お
そ
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
震
え
る
指
先
で
ペ
ー
ジ

に
触
れ
る
の
が
お
か
し
か
っ
た
。 

「ま
じ
め
君
」 

夢
で
は
な
い
と
確
信
で
き
た
の
か
、
荒
木
は
言
っ
た
。
「こ
れ
を
す
ぐ
に
」 

「
は
い
。
松
本
先
生
に
お
届
け
し
ま
し
ょ
う
」 

編
集
部
で
は
、
「
や
行
」
以
降
の
五
校
チ
ェ
ッ
ク
が
未
だ
つ
づ
い
て
い
る
。
そ
ち
ら
は
岸

辺
に
任
せ
る
こ
と
に
し
、
馬
締
は
筒
状
に
丸
め
た
一
枚
紙
を
手
に
、
荒
木
と
と
も
に
築
地

に
あ
る
病
院
へ
と
急
い
だ
。 

（中
略
） 

「
実
は
、
ま
っ
さ
き
に
先
生
の
お
目
に
か
け
た
い
も
の
が
あ
り
ま
し
て
」 

馬
締
は
紙
を
広
げ
、
先
生
の
膝
の
う
え
に
載
せ
た
。 

「
お
お
」 

松
本
先
生
は
う
め
い
た
。
い
や
、
そ
れ
は
絞
り
だ
す
よ
う
な
、
心
底
か
ら
の
歓
喜
の
声

だ
っ
た
。 

「つ
い
に
、
つ
い
に
『
大
渡
海
』が
こ
う
し
て
…
…
」 

先
生
の
細
い
指
が
、
い
つ
く
し
む
よ
う
に
一
文
字
一
文
字
を
た
ど
っ
た
。
そ
う
で
す
、

と
う
と
う
印
刷
さ
れ
て
我
々
の
ま
え
に
現
れ
た
の
で
す
。
馬
締
は
ふ
い
に
、
そ
う
言
っ
て

先
生
の
手
を
強
く
握
り
た
く
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
不
躾

ぶ
し
つ
け

か
と
思
い
実
行
に
は
移
さ
な
か

っ
た
。 

「
先
生
。
『大
渡
海
』は
予
定
ど
お
り
三
月
刊
行
で
す
」 

 
荒
木
が
穏
や
か
な
口
調
で
言
っ
た
。
「
見
本
が
で
き
た
ら
、
す
ぐ
に
お
持
ち
し
ま
す
。
い

え
、
そ
の
と
き
に
は
編
集
部
で
一
緒
に
お
祝
い
を
し
ま
し
ょ
う
」 

「
楽
し
み
で
す
ね
」 

③
松
本
先
生
は
顔
を
上
げ
、
う
つ
く
し
い
蝶
を
つ
か
ま
え
た
少
年
の
よ
う
に
微
笑
ん
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だ
。
「荒
木
君
、
ま
じ
め
さ
ん
、
本
当
に
ど
う
も
あ
り
が
と
う
」 

 

松
本
先
生
は
『大
渡
海
』の
完
成
を
待
つ
こ
と
な
く
、
二
月
の
半
ば
に
亡
く
な
っ
た
。 

（中
略
） 

 

挨
拶
ま
わ
り
も
一
段
落
し
、
馬
締
は
祭
壇
の
ま
え
ま
で
歩
い
て
い
っ
た
。
松
本
先
生
の

奥
さ
ん
が
、
愛
お
し
そ
う
に
『大
渡
海
』を
手
に
取
っ
て
眺
め
て
い
た
。 

「松
本
は
最
初
に
入
院
し
た
と
き
か
ら
、
覚
悟
は
し
て
い
た
よ
う
で
す
」 

 

隣
に
立
っ
た
馬
締
に
、
奥
さ
ん
は
静
か
に
言
っ
た
。
「
も
ち
ろ
ん
、
諦
め
る
よ
う
な
ひ
と

で
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
。
う
わ
ご
と
も
最
期
ま
で
、
『
大
渡
海
』
の
こ
と
ば
か

り
」 

「先
生
に
『大
渡
海
』を
お
見
せ
す
る
こ
と
が
か
な
わ
ず
、
本
当
に
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
」 

馬
締
は
頭
を
下
げ
た
。
奥
さ
ん
は
「ま
あ
、
そ
ん
な
」と
首
を
振
る
。 

「
松
本
は
喜
ん
で
い
る
と
思
い
ま
す
。
私
も
う
れ
し
い
。
あ
の
ひ
と
の
す
べ
て
が
詰
ま
っ
た

『大
渡
海
』を
、
こ
う
し
て
形
に
し
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
か
ら
」 

奥
さ
ん
は
松
本
先
生
の
遺
影
の
隣
に
、
『大
渡
海
』を
そ
っ
と
戻
し
た
。
会
釈
し
て
祭
壇

を
離
れ
て
い
く
奥
さ
ん
を
見
送
り
、
馬
締
は
遺
影
に
向
か
っ
て
黙
っ
て
手
を
合
わ
せ
る
。 

「お
つ
か
れ
さ
ま
」 

先
生
に
言
わ
れ
た
の
か
と
、
驚
い
て
顔
を
上
げ
た
。
い
つ
の
ま
に
か
、
荒
木
が
か
た
わ
ら

に
立
っ
て
い
た
。 

荒
木
さ
ん
も
老
け
た
な
と
思
っ
た
。
そ
れ
も
あ
た
り
ま
え
だ
。
一
冊
の
辞
書
を
編
む
あ

い
だ
に
、
気
が
つ
け
ば
十
五
年
が
経
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
。 

 

悲
し
み
に
う
ち
ひ
し
が
れ
る
馬
締
に
荒
木
が
近
づ
き
、
背
広
の
内
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
白
い
封
筒

を
取
り
出
し
、
馬
締
に
差
し
出
し
た
。
そ
れ
は
松
本
先
生
が
荒
木
に
宛
て
た
手
紙
だ
っ
た
。 

 
 
 
 
 

最
後
の
最
後
に
監
修
者
と
し
て
の
責
任
を
果
た
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
、
辞
書
編
集
部

の
み
な
さ
ん
に
お
詫
び
し
ま
す
。
『
大
渡
海
』
完
成
の
暁
に
は
、
わ
た
し
は
も
う
こ
の
世
に

は
い
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
い
ま
は
不
安
も
後
悔
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

『
大
渡
海
』
が
、
言
葉
と
い
う
宝
を
た
た
え
た
大
海
原
を
ゆ
く
姿
が
ま
ざ
ま
ざ
と
見
え
る

か
ら
で
す
。 

荒
木
君
、
ひ
と
つ
だ
け
訂
正
し
ま
す
。
わ
た
し
は
以
前
、
「
き
み
の
よ
う
な
編
集
者
と

は
、
も
う
二
度
と
出
会
え
な
い
」
と
言
い
ま
し
た
。
あ
れ
は
ま
ち
が
い
だ
っ
た
。
き
み
が
連

れ
て
き
て
く
れ
た
ま
じ
め
さ
ん
の
お
か
げ
で
、
わ
た
し
は
再
び
、
辞
書
の
道
に
邁
進
す
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。 

き
み
と
ま
じ
め
さ
ん
の
よ
う
な
編
集
者
に
出
会
え
て
、
本
当
に
よ
か
っ
た
。
あ
な
た
た

ち
の
お
か
げ
で
、
わ
た
し
の
生
は
こ
の
う
え
な
く
充
実
し
た
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
感
謝

と
い
う
言
葉
以
上
の
言
葉
が
な
い
か
、
あ
の
世
が
あ
る
な
ら
あ
の
世
で
用
例
採
集
す
る
つ

も
り
で
す
。 

『
大
渡
海
』
編
纂
の
日
々
は
、
な
ん
と
楽
し
い
も
の
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
み
な
さ
ん
の
、
『大

渡
海
』の
、
末
永
く
幸
せ
な
航
海
を
祈
り
ま
す
。 

 

馬
締
は
丁
寧
に
便
箋
を
畳
み
、
封
筒
へ
戻
し
た
。 

松
本
先
生
の
遺
影
を
、
先
生
の
名
が
刻
印
さ
れ
た
『
大
渡
海
』
を
、
会
場
に
集
う
大
勢
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の
人
々
の
顔
を
、
順
繰
り
に
眺
め
る
。 

言
葉
は
と
き
と
し
て
無
力
だ
。
荒
木
や
先
生
の
奥
さ
ん
が
ど
ん
な
に
呼
び
か
け
て
も
、

先
生
の
命
を
こ
の
世
に
つ
な
ぎ
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。 

け
れ
ど
、
と
馬
締
は
思
う
。
④
先
生
の
す
べ
て
が
失
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
言
葉
が

あ
る
か
ら
こ
そ
、
一
番
大
切
な
も
の
が
俺
た
ち
の
心
の
な
か
に
残
っ
た
。 

生
命
活
動
が
終
わ
っ
て
も
、
肉
体
が
灰
と
な
っ
て
も
。
物
理
的
な
死
を
超
え
て
な
お
、

魂
は
生
き
つ
づ
け
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
と
証 あ

か

す
も
の
―
―
、
先
生
の
思
い
出
が
。 

先
生
の
た
た
ず
ま
い
、
先
生
の
言
動
。
そ
れ
ら
を
語
り
あ
い
、
記
憶
を
わ
け
あ
い
伝
え

て
い
く
た
め
に
は
、
絶
対
言
葉
が
必
要
だ
。 

馬
締
は
ふ
と
、
触
れ
た
こ
と
が
な
い
は
ず
の
先
生
の
手
の
感
触
を
、
己
れ
の

掌
て
の
ひ
ら

に
感

じ
た
。
先
生
と
最
後
に
会
っ
た
日
、
病
室
で
つ
い
に
握
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
ひ
ん
や

り
と
乾
い
て
な
め
ら
か
だ
っ
た
ろ
う
先
生
の
手
を
。 

死
者
と
つ
な
が
り
、
ま
だ
生
ま
れ
来
ぬ
も
の
た
ち
と
つ
な
が
る
た
め
に
、
ひ
と
は
言
葉

を
生
み
だ
し
た
。 

岸
辺
が
宮
本
と
ケ
ー
キ
を
食
べ
て
い
る
。
編
集
部
員
は
接
待
に
徹
し
、
会
場
で
は
飲
食

を
し
な
い
よ
う
に
と
言
っ
た
の
に
。
楽
し
そ
う
に
お
互
い
の
ケ
ー
キ
を
フ
ォ
ー
ク
で
つ
つ
き

あ
っ
て
い
る
。
佐
々
木
は
壁
際
で
白
ワ
イ
ン
の
入
っ
た
グ
ラ
ス
を
傾
け
、
西
岡
は
あ
い
か
わ

ら
ず
軽
薄
な
物
腰
で
挨
拶
ま
わ
り
を
続
行
中
で
あ
る
。 

『大
渡
海
』の
完
成
を
喜
び
、
だ
れ
も
が
笑
顔
だ
。 

俺
た
ち
は
舟
を
編
ん
だ
。
太
古
か
ら
未
来
へ
と
綿
々
と
つ
な
が
る
ひ
と
の
魂
を
乗
せ
、

豊
穣
な
る
言
葉
の
大
海
を
ゆ
く
舟
を
。 

「
ま
じ
め
君
。
明
日
か
ら
早
速
、
『大
渡
海
』の
改
訂
作
業
を
は
じ
め
る
ぞ
」 

馬
締
を
会
場
の
中
央
へ
と
う
な
が
し
つ
つ
、
荒
木
が
言
っ
た
。
そ
の
頬
に
、
万
感
の
思
い

が
ひ
と
す
じ
の
き
ら
め
き
と
な
っ
て
伝
っ
て
い
た
よ
う
に
見
え
た
が
、
気
の
せ
い
か
も
し

れ
な
い
。 

め
で
た
い
晩
に
も
、
『
大
渡
海
』
の
こ
の
さ
き
を
考
え
て
い
る
。
⑤
さ
す
が
は
荒
木
さ
ん

だ
。
松
本
先
生
の
魂
の
伴
走
者
だ
。 

辞
書
の
編
纂
に
終
わ
り
は
な
い
。
希
望
を
乗
せ
、
大
海
原
を
ゆ
く
舟
の
航
路
に
果
て

は
な
い
。 

馬
締
は
笑
っ
て
う
な
ず
き
、 

「
で
は
、
今
夜
ば
か
り
は
せ
い
ぜ
い
飲
む
と
し
ま
し
ょ
う
」 

泡
が
あ
ふ
れ
ぬ
よ
う
注
意
し
な
が
ら
、
荒
木
の
コ
ッ
プ
に
ビ
ー
ル
を
つ
い
だ
。 

（三
浦
し
を
ん
『舟
を
編
む
』よ
り
。
な
お
、
本
文
に
は
省
略
等
が
あ
る
。
） 

 

 

問
一 

傍
線
①
「
ど
ん
な
に
少
し
ず
つ
で
も
進
み
つ
づ
け
れ
ば
、
い
つ
か
は
光
が
見
え
る
」

と
あ
る
が
、
こ
の
表
現
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う

ち
で
は
ど
れ
か
。  

 
ア 
辞
書
を
完
成
さ
せ
る
と
い
う
大
事
業
を
成
し
遂
げ
る
た
め
に
は
、
時
間
と
労
力
と
、

言
葉
に
対
す
る
繊
細
な
感
覚
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
。 

 

イ 

忍
耐
力
や
根
気
が
必
要
な
辞
書
づ
く
り
は
、
み
ん
な
で
力
を
あ
わ
せ
な
け
れ
ば
、

完
成
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
こ
と
。 
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ウ 

膨
大
な
数
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
辞
書
の
編
集
も
、
不
屈
の
精
神
で
取
り
組
め

ば
、
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
。 

 

エ 

言
葉
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
る
辞
書
を
つ
く
る
た
め
に
は
、
一
語
一
語
の
言
葉
の

意
味
を
丹
念
に
調
べ
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。 

 

問
二 

傍
線
②
「
目
に
や
わ
ら
か
な
黄
味
を
帯
び
た
紙
は
～
馬
締
は
急
い
で
ま
ば
た
き

し
た
」
と
あ
る
が
、
「
『
あ
か
り
【
明
か
り
】
』
の
項
が
含
ま
れ
る
ペ
ー
ジ
」
は
ど
う
い
う

意
味
を
持
つ
か
を
示
し
た
一
文
を
本
文
中
か
ら
探
し
、
最
初
と
最
後
の
四
字
を
記

せ
。  

 

問
三 

傍
線
③
「
松
本
先
生
は
顔
を
上
げ
、
う
つ
く
し
い
蝶
を
つ
か
ま
え
た
少
年
の
よ
う

に
微
笑
ん
だ
」
と
あ
る
が
、
こ
の
表
現
か
ら
読
み
取
れ
る
先
生
の
様
子
と
し
て
最
も

適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。 

 

ア 

ひ
と
の
叡
智
の
結
晶
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
『
大
渡
海
』
が
、
ま
も
な
く
完
成

す
る
と
い
う
幸
福
を
か
み
し
め
て
い
る
。 

 

イ 

編
集
部
が
一
丸
と
な
っ
て
完
成
さ
せ
た
『
大
渡
海
』
の
刊
行
を
、
皆
で
お
祝
い
で
き

る
喜
び
を
実
感
し
て
い
る
。 

 

ウ 

膨
大
な
言
葉
を
集
積
し
た
『
大
渡
海
』
が
、
予
想
以
上
に
早
く
仕
上
が
り
そ
う
な

こ
と
に
興
奮
し
て
い
る
。 

 

エ 

『
大
渡
海
』
に
か
か
わ
っ
た
多
く
の
人
々
の
情
熱
が
凝
縮
し
た
辞
書
の
、
完
璧
な
仕

上
が
り
に
満
足
し
て
い
る
。 

問
四 

傍
線
④
「
先
生
の
す
べ
て
が
失
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
」
と
あ
る
が
、
馬
締
が
こ
の

よ
う
に
思
っ
た
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。 

 

ア 

人
は
何
か
ひ
と
つ
の
こ
と
に
打
ち
込
ん
で
い
れ
ば
、
た
と
え
肉
体
が
灰
と
な
っ
て
し

ま
っ
て
も
、
生
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
。 

 

イ 

生
命
活
動
が
終
わ
っ
て
、
肉
体
が
灰
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、
先
生
の
手
の

感
触
を
今
も
し
っ
か
り
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
。 

 

ウ 

先
生
の
生
命
活
動
は
終
わ
り
、
物
理
的
な
死
を
迎
え
て
し
ま
っ
た
が
、
完
成
し
た

『
大
渡
海
』
を
遺
影
に
捧
げ
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
。 

 

エ 

先
生
の
た
た
ず
ま
い
や
言
動
を
語
り
合
い
、
記
憶
を
わ
け
あ
っ
て
伝
え
て
い
く
言

葉
が
あ
る
か
ぎ
り
、
先
生
は
心
の
中
で
生
き
て
い
る
か
ら
。 

 

問
五 

傍
線
⑤
「
さ
す
が
は
荒
木
さ
ん
だ
」と
あ
る
が
、
馬
締
が
こ
の
よ
う
に
思
っ
た
理
由

と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
の
ど
れ
か
。 

 

ア 

死
者
と
つ
な
が
り
、
ま
だ
生
ま
れ
来
ぬ
も
の
た
ち
と
つ
な
が
る
た
め
に
生
み
出
さ

れ
た
言
葉
の
力
を
実
感
し
た
か
ら
。 

 

イ 

こ
れ
か
ら
も
太
古
か
ら
未
来
へ
と
つ
な
が
る
人
の
魂
を
乗
せ
て
、
豊
穣
な
る
言
葉

の
大
海
を
渡
っ
て
い
く
覚
悟
を
感
じ
と
っ
た
か
ら
。 

 
ウ 
太
古
か
ら
綿
々
と
つ
な
が
っ
て
い
る
人
の
魂
を
乗
せ
た
舟
を
編
ん
で
い
く
こ
と
が
、

松
本
先
生
に
報
い
る
こ
と
だ
と
痛
感
し
た
か
ら
。 

 

エ 

『
大
渡
海
』
編
集
の
楽
し
い
日
々
を
思
い
起
こ
す
と
と
も
に
、
も
っ
と
す
ば
ら
し
い

辞
書
を
作
ろ
う
と
す
る
貪
欲
さ
に
呆
れ
た
か
ら
。 
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四 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。 

  

コ
ロ
ナ
禍
と
コ
ス
パ
化
の
進
む
友
人
関
係 

 

二
〇
二
〇
年
三
月
あ
た
り
か
ら
、
日
本
社
会
で
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
猛

威
を
振
る
い
だ
し
た
。
同
じ
年
の
四
月
に
は
緊
急
事
態
宣
言
が
発
出
さ
れ
、
社
会
活
動

は
か
な
り
制
限
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
後
も
宣
言
は
複
数
回
出
さ
れ
、
二
〇
二
二
年
に
入

っ
て
も
、
事
態
は
収
束
し
て
い
な
い
。 

 

コ
ロ
ナ
禍
は
、
私
た
ち
が
取
り
結
ぶ
つ
な
が
り
の
あ
り
方
に
、
き
わ
め
て
大
き
な
影
響

を
も
た
ら
し
た
。
人
と
の
接
触
や
懇
親
は
「不
要
不
急
」の

範
疇

は
ん
ち
ゅ
う

に
入
れ
ら
れ
、
接
触
を

な
る
べ
く
ひ
か
え
る
よ
う
要
求
さ
れ
た
。
政
府
の
求
め
る
「新
し
い
生
活
様
式
」
で
は
、
人

と
の
距
離
を
お
い
た
り
、
マ
ス
ク
を
着
用
し
た
り
と
、
と
か
く
他
者
と
深
く
接
し
な
い
こ

と
を
求
め
ら
れ
た
。 

 

コ
ロ
ナ
禍
、
あ
る
い
は
、
コ
ロ
ナ
後
の
人
間
関
係
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
重
要
な
の
は
、

つ
な
が
り
が
資
源
の
色
合
い
を
強
め
て
い
る
た
だ
な
か
に
コ
ロ
ナ
禍
に
襲
わ
れ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。 

「
新
し
い
生
活
様
式
」
や
「
不
要
不
急
」
が
声
高
に
叫
ば
れ
る
と
と
も
に
、
①
私
た
ち
は

「
人
間
関
係
の
棚
卸
し
」
を
い
っ
せ
い
に
始
め
た
。
な
か
な
か
人
と
会
え
な
い
な
か
で
、
そ

れ
で
も
会
う
べ
き
人
は
ど
の
よ
う
な
人
な
の
か
、
国
民
全
員
が
い
っ
せ
い
に
考
え
出
し
た
。 

 

そ
の
結
果
、
直
接
会
う
に
足
る
魅
力
の
な
い
人
は
、
つ
な
が
り
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
っ

た
。
ま
さ
に
「接
触
の
選
別
」と
で
も
言
う
べ
き
現
象
が
、
こ
の
二
年
半
の
間
で
引
き
起
こ

さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

飲
み
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
受
難 

「
接
触
の
選
別
」
が
進
ん
だ
こ
と
で
、
コ
ス
ト
に
見
合
っ
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
発
揮
で
き

な
い
つ
き
あ
い
は
、
よ
り
い
っ
そ
う
「
無
駄
」
と
見
な
さ
れ
る
傾
向
が
強
ま
っ
た
。
そ
の
典

型
の
よ
う
な
調
査
結
果
が
日
本
生
命
保
険
か
ら
提
示
さ
れ
て
い
る
。 

 

②
日
本
生
命
の
調
査
は
、
二
〇
二
一
年
一
〇
月
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
実
施
さ
れ
、

七
七
七
四
人
の
男
女
が
回
答
し
て
い
る
。
注
目
を
集
め
た
の
は
、
「
職
場
の
方
と
の
〝
飲

み
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
〟
は
必
要
だ
と
思
い
ま
す
か
？
」
と
い
う
質
問
に
対
す
る
回
答
で
あ
る
。 

 

こ
の
質
問
に
「
必
要
」
と
答
え
た
人
は
一
一
・
一
％
、
「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
必
要
」
と
答

え
た
人
は
二
七
・
一
％
お
り
、
両
者
を
合
計
し
て
も
三
八
・
二
％
に
と
ど
ま
る
。
一
方
、

「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
不
要
」
と
答
え
た
人
は
二
五
・
〇
％
、
「
不
要
」
と
答
え
た
人
は
三

六
・
九
％
に
ま
で
上
る
。
「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
不
要
」
と
「
不
要
」
の
合
計
は
六
一
・
九
％

で
あ
る
。 

「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
不
要
」
と
「
不
要
」
の
合
計
が
「
必
要
」
と
「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
必

要
」
の
合
計
を
上
回
っ
た
の
は
、
調
査
が
始
ま
っ
た
二
〇
一
七
年
以
来
、
初
め
て
の
こ
と

で
あ
る
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
「不
要
」と
答
え
た
人
が
突
出
し
て
多
い
こ
と
だ
。 

 

こ
の
結
果
は
、
コ
ロ
ナ
禍
を
つ
う
じ
た
人
間
関
係
の
棚
卸
し
の
実
情
を
示
し
て
い
る
。
人

と
会
う
こ
と
じ
た
い
が
「不
要
不
急
」の
範
疇
に
入
れ
ら
れ
、
誰
も
が
直
接
会
っ
て
話
す
べ

き
人
を
吟
味
し
た
結
果
、
飲
み
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
不
要
の
範
疇
に
入
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。 

 

コ
ロ
ナ
禍
で
人
と
思
う
よ
う
に
会
え
な
く
な
っ
た
時
間
は
、
人
び
と
の
孤
独
感
を
喚
起

し
、
人
と
の
つ
な
が
り
の
重
要
性
を
再
認
識
さ
せ
て
く
れ
た
。
そ
の
一
方
、
コ
ロ
ナ
禍
で
つ

な
が
り
の
棚
卸
し
に
要
し
た
時
間
は
、
「
今
ま
で
と
く
に
考
え
ず
つ
き
あ
っ
て
い
た
け
れ
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ど
、
よ
く
よ
く
考
え
る
と
無
駄
だ
と
思
え
る
よ
う
な
つ
な
が
り
」
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

コ
ロ
ナ
禍
を
経
て
、
人
び
と
が
「
会
い
た
い
」
と
思
う
人
と
だ
け
会
う
傾
向
は
、
ま
す
ま

す
加
速
す
る
は
ず
だ
。
こ
の
よ
う
な
社
会
は
、
つ
な
が
り
の
資
源
と
し
て
の
要
素
を
い
っ

そ
う
際
立
た
せ
、
つ
な
が
り
の
格
差
を
さ
ら
に
広
げ
て
ゆ
く
。 

 

会
い
た
い
人
と
だ
け
会
う
よ
う
に
な
れ
ば
、
多
様
な
意
見
に
触
れ
る
機
会
も
ま
す
ま
す

減
っ
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。
人
は
想
定
し
な
い
出
会
い
を
経
験
す
る
か
ら
こ
そ
、
多
様
な
価
値

観
や
意
見
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
人
間
関
係
の
激
変
期
を
生
き
る
私
た

ち
は
、
そ
の
点
に
も
っ
と
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 

（中
略
） 

 

 

オ
ン
ラ
イ
ン
の
さ
ら
な
る
浸
透 

 

コ
ロ
ナ
禍
が
押
し
進
め
た
も
う
ひ
と
つ
の
現
象
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
化
の
浸
透
で
あ
る
。
第

三
章
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
今
や
日
本
国
民
の
大
多
数
が
携
帯
電
話
ま
た
は
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
を
も
っ
て
い
る
。
端
末
に
は
連
絡
・通
話
用
の
ソ
フ
ト
が
実
装
さ
れ
、
安
定
的
な

電
波
網
が
そ
れ
を
支
え
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
環
境
の
も
と
、
多
く
の
人
が
端
末
を
と
お
し
て
ソ
ト
の
世
界
に
常
時
接
続

し
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
連
絡
を
と
れ
る
体
制
は
、
コ
ロ
ナ
前
に
は
整
っ
て
い
た
。
実
際
に
、

日
本
国
民
の
多
く
は
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
つ
う
じ
て
常
日
頃
か
ら
連
絡
を
取
り
合
っ
て
い
る
。 

 

常
時
接
続
の
環
境
が
整
っ
て
い
た
と
は
い
え
、
私
た
ち
の
多
く
は
、
人
と
直
接
会
っ
て

話
を
す
る
こ
と
を
オ
ン
ラ
イ
ン
の
交
信
よ
り
も
「
よ
い
も
の
」
と
見
な
し
て
い
た
。
コ
ロ
ナ

前
は
、
人
と
直
接
会
わ
ず
に
交
流
す
る
環
境
は
、
技
術
的
に
は
整
っ
て
い
た
も
の
の
、
文

化
的
に
は
ま
だ
ま
だ
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
コ
ロ
ナ
禍
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
ま
つ
わ
る
時
計
の
針
を
一
挙
に
進
め
て
し
ま
っ

た
。
人
と
の
接
触
を
「
不
要
不
急
」
と
見
な
し
た
「新
し
い
生
活
様
式
」
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
の

交
流
を
文
化
と
し
て
も
「許
容
し
う
る
も
の
」と
し
て
浸
透
さ
せ
た
の
で
あ
る
。 

 

人
と
の
接
触
が
「
不
要
不
急
」
と
見
な
さ
れ
た
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
、
日
常
生
活
は
、
オ

ン
ラ
イ
ン
の
実
効
性
を
試
す
壮
大
な
社
会
実
験
の
場
と
な
っ
た
。
二
〇
二
〇
年
四
月
の

最
初
の
緊
急
事
態
宣
言
の
も
と
、
人
び
と
は
、
対
面
で
行
っ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
物
事
を

オ
ン
ラ
イ
ン
に
置
き
換
え
て
い
っ
た
。 

 

さ
ま
ざ
ま
な
物
事
を
オ
ン
ラ
イ
ン
に
置
き
換
え
た
こ
と
で
、
人
と
直
接
会
う
こ
と
の
価

値
が
見
直
さ
れ
た
向
き
も
た
し
か
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
③
オ
ン
ラ
イ
ン
の
交
流
・

交
信
が
私
た
ち
の
生
活
に
浸
透
し
て
ゆ
く
流
れ
は
止
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
。 

  

オ
ン
ラ
イ
ン
の
利
点
・対
面
の
利
点 

 

理
由
は
簡
単
だ
。
オ
ン
ラ
イ
ン
は
対
面
に
比
べ
は
る
か
に
わ
か
り
や
す
い
利
点
を
も
っ

て
い
る
か
ら
だ
。
オ
ン
ラ
イ
ン
の
利
点
を
尋
ね
ら
れ
る
と
、
多
く
の
人
が
、
移
動
の
手
間

が
少
な
い
、
出
張
費
用
が
か
か
ら
な
い
、
遠
隔
地
に
住
む
・
障
害
が
あ
る
と
い
っ
た
何
ら

か
の
不
利
な
条
件
を
抱
え
る
人
で
も
利
用
で
き
る
、
好
き
な
時
間
・
場
所
で
見
ら
れ
る
・

参
加
で
き
る
、
と
い
っ
た
こ
と
を
あ
げ
る
だ
ろ
う
。 

 

一
方
、
対
面
の
利
点
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
な
か
な
か
思
い
つ
か
な
い
と
い
う
人
も
い
る
だ



8 
 

ろ
う
。
深
い
対
話
が
で
き
る
、
雑
談
が
で
き
る
と
い
っ
た
特
性
を
あ
げ
る
人
も
い
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
点
を
証
明
す
る
と
な
る
と
こ
と
の
ほ
か
難
し
い
。
対
面
の
利

点
は
オ
ン
ラ
イ
ン
の
利
点
に
比
べ
る
と
、
証
明
し
づ
ら
い
の
で
あ
る
。 

 

か
り
に
あ
な
た
が
管
理
職
に
つ
い
て
い
る
と
し
よ
う
。
あ
な
た
は
、
会
議
を
対
面
で
行
っ

た
ほ
う
が
よ
い
と
考
え
て
い
る
。
一
方
、
チ
ー
ム
の
メ
ン
バ
ー
は
そ
う
考
え
て
い
な
い
。
む

し
ろ
、
時
間
や
コ
ス
ト
の
面
か
ら
も
オ
ン
ラ
イ
ン
の
ほ
う
が
よ
い
と
考
え
て
い
る
。 

 

こ
う
し
た
と
き
あ
な
た
は
、
チ
ー
ム
の
メ
ン
バ
ー
を
説
得
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
メ
ン
バ
ー

か
ら
「
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
で
も
対
面
と
遜
色
な
く
で
き
ま
す
。
む
し
ろ
コ
ス
ト
の
面
で
優

れ
て
い
ま
す
」と
言
わ
れ
て
し
ま
う
と
言
葉
に
窮
す
る
だ
ろ
う
。 

 

長
期
的
な
影
響
は
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
目
先
の
コ
ス
ト
計
算
な
ら
ば
確
実
に
オ
ン
ラ

イ
ン
の
ほ
う
に
軍
配
が
上
が
る
。
他
方
、
対
面
の
効
果
は
曖
昧
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
オ
ン
ラ

イ
ン
の
交
流
・交
信
が
私
た
ち
の
生
活
に
浸
透
し
て
ゆ
く
流
れ
は
止
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（中
略
） 

  

加
速
す
る
「接
触
の
識
別
」 

 

オ
ン
ラ
イ
ン
が
文
化
と
し
て
浸
透
し
た
さ
い
の
注
意
点
は
二
点
あ
る
。
第
一
は
「
接
触

の
選
別
」の
加
速
化
で
あ
る
。 

 

人
び
と
が
対
面
の
交
流
を
オ
ン
ラ
イ
ン
に
置
き
換
え
て
ゆ
け
ば
、
次
は
、
ど
の
部
分
に

対
面
を
残
し
、
ど
の
部
分
を
オ
ン
ラ
イ
ン
化
さ
せ
る
か
と
い
う
検
討
が
始
ま
っ
て
ゆ
く
。 

 

合
理
的
な
コ
ス
ト
計
算
を
行
動
軸
と
す
る
営
利
企
業
で
は
、
す
で
に
相
当
程
度
の
検

討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
オ
ン
ラ
イ
ン
の
交
流
・
交
信
を
導
入
す
れ
ば
、
移
動
時
間
や
旅
費

と
い
っ
た
直
感
的
に
わ
か
り
や
す
い
コ
ス
ト
の
削
減
効
果
を
見
込
め
る
か
ら
だ
。 

 

大
学
も
同
様
だ
。
二
〇
二
二
年
現
在
、
文
部
科
学
省
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
に
よ
る
卒

業
単
位
の
上
限
を
六
〇
単
位
に
定
め
て
い
る
。
こ
の
制
限
の
撤
廃
を
求
め
る
要
求
が
出

さ
れ
て
い
る
。
初
等
教
育
、
中
等
教
育
で
も
オ
ン
ラ
イ
ン
の
導
入
は
避
け
ら
れ
ま
い
。 

 

オ
ン
ラ
イ
ン
の
交
信
が
浸
透
し
て
ゆ
け
ば
、
私
た
ち
は
人
と
直
接
会
う
に
あ
た
り
、
会

う
に
足
る
だ
け
の
理
由
を
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
直
接
会
う
に
足
る
よ

う
な
魅
力
を
備
え
て
い
る
人
だ
け
、
対
面
接
触
の
な
か
に
残
さ
れ
て
ゆ
く
。 

 

そ
れ
と
同
時
に
、
私
た
ち
の
交
流
は
、
ま
す
ま
す
、
目
的
・
結
果
ベ
ー
ス
で
と
ら
え
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
。
会
う
に
足
る
理
由
、
す
な
わ
ち
会
う
目
的
を
用
意
で
き
な
い
人
は
、
交

流
の
輪
か
ら
撤
退
す
る
し
か
な
い
の
だ
。 

 

人
間
関
係
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
が
進
ん
で
ゆ
け
ば
、
人
づ
き
あ
い
に
は
、
合
理
的
コ
ス
ト
計

算
の
論
理
が
否
応
な
く
浸
透
し
て
ゆ
く
。
一
見
す
る
と
便
利
な
社
会
は
、
④
コ
ス
ト
計

算
が
は
び
こ
る
生
き
づ
ら
さ
の
増
す
社
会
に
も
な
り
う
る
の
で
あ
る
。 

  

主
流
に
な
る
非
対
面
の
交
信 

 

第
二
は
、
非
対
面
の
交
信
の
主
流
化
と
で
も
言
う
も
の
で
あ
る
。
第
三
章
で
確
認
し
た

よ
う
に
、
人
類
は
、
長
い
歴
史
に
お
い
て
、
顔
の
見
え
る
人
た
ち
と
の
交
信
を
も
と
に
生

活
を
営
ん
で
き
た
。
生
活
の
ほ
ぼ
す
べ
て
が
、
顔
の
見
え
る
人
た
ち
と
の
交
信
で
成
り
立

っ
て
き
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。 

 

一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
、
情
報
通
信
ツ
ー
ル
の
爆
発
的
な
普
及
に
よ
り
、
か
つ
て
な

い
ほ
ど
の
勢
い
で
目
の
前
に
い
な
い
人
と
の
交
流
が
生
活
の
な
か
に
入
り
込
ん
で
い
っ
た
。
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オ
ン
ラ
イ
ン
の
交
流
が
文
化
と
し
て
も
許
容
さ
れ
た
現
在
、
こ
の
傾
向
は
ま
す
ま
す
加

速
し
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。 

 

コ
ロ
ナ
禍
を
つ
う
じ
て
、
非
対
面
の
交
信
を
確
立
す
る
ツ
ー
ル
を
つ
く
っ
た
企
業
に
は
、

莫
大
な
利
益
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ビ
デ
オ
会
議
シ
ス
テ
ム
「
Ｚ
ｏ

ｏ
ｍ
」
を
提
供
す
る
ズ
ー
ム
・
ビ
デ
オ
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
の
日
本
法
人
で
は
、
二
〇

二
一
年
一
月
期
の
売
り
上
げ
が
、
「一
年
で
約
一
〇
倍
に
な
り
一
〇
〇
億
円
を
超
え
た
」

（佐
賀
文
宣
・カ
ン
ト
リ
ー
ゼ
ネ
ラ
ル
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
）と
い
う
。 

 

資
本
主
義
社
会
で
は
、
他
社
に
先
駆
け
て
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
開
発
し
、
世
に
送
り
出

す
こ
と
こ
そ
が
肝
要
で
あ
る
。
各
国
の
政
府
が
こ
ぞ
っ
て
規
制
を
敷
か
な
い
か
ぎ
り
、
開

発
と
販
売
の
競
争
は
続
い
て
ゆ
く
。
Ｉ
Ｔ
業
界
の
巨
人
Ｆ
ａ
ｃ
ｅ
ｂ
ｏ
ｏ
ｋ
は
、
二
〇
二
一

年
一
〇
月
、
仮
想
空
間
を
表
す
メ
タ
バ
ー
ス
に
あ
や
か
り
、
社
名
を
Ｍ
ｅ
ｔ
ａ 

Ｐ
ｌ
ａ
ｔ

ｆ
ｏ
ｒ
ｍ
ｓ
（
メ
タ
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
ズ
）
に
変
更
し
て
い
る
。
近
い
将
来
に
は
、
仮
想
空

間
で
友
だ
ち
と
会
う
の
が
当
然
に
な
る
時
代
が
く
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

し
か
し
、
対
面
の
効
果
が
は
っ
き
り
と
見
え
て
い
な
い
ま
ま
、
オ
ン
ラ
イ
ン
化
に
突
き
進

む
の
は
危
険
で
あ
る
。
た
し
か
に
オ
ン
ラ
イ
ン
の
利
点
は
わ
か
り
や
す
く
、
対
面
の
利
点

は
わ
か
り
に
く
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
が
オ
ン
ラ
イ
ン
化
を
進
め
る
理
由
に
は
な
ら

な
い
。 

 

そ
も
そ
も
、
コ
ス
ト
計
算
の
よ
う
に
、
す
べ
て
の
物
事
を
計
算
で
き
る
と
い
う
発
想
は
、

も
う
少
し
見
直
さ
れ
た
ほ
う
が
よ
い
。
現
時
点
で
計
算
し
き
れ
な
い
と
こ
ろ
に
、
重
要
な

も
の
が
隠
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
。
そ
し
て
、
い
っ
た
ん
オ
ン
ラ
イ
ン
に
置
き
換
わ
っ

た
も
の
を
取
り
戻
す
こ
と
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
る
。 

 

日
常
生
活
が
オ
ン
ラ
イ
ン
に
置
き
換
え
ら
れ
た
時
点
で
、
世
界
お
よ
び
人
類
は
変
わ
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
。
変
わ
っ
た
社
会
を
生
き
る
私
た
ち
が
、
過
去
を
懐
か
し
ん
で
再
構
成

し
た
も
の
は
、
け
っ
し
て
「か
つ
て
」と
同
じ
も
の
に
は
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
過
去
の
再
現
は

不
可
能
な
の
で
あ
る
。 

 

コ
ロ
ナ
禍
を
つ
う
じ
て
進
ん
で
し
ま
っ
た
時
計
の
針
を
戻
す
の
は
難
し
い
か
も
し
れ
な

い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
現
状
を
も
う
少
し
精
査
す
る
く
ら
い
ま
で
、
時
計
の
針
は
止
め
て
お

い
た
ほ
う
が
よ
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
慎
重
に
過
ぎ
る
だ
ろ
う
か
。 

（石
田
光
規
『「
友
だ
ち
」か
ら
自
由
に
な
る
』よ
り
。
な
お
、
本
文
に
は
省
略
等
が
あ
る
。
） 

  

問
一 

傍
線
①
「
私
た
ち
は
『人
間
関
係
の
棚
卸
し
』を
い
っ
せ
い
に
始
め
た
」
と
は
、
ど
う

い
う
こ
と
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。 

 

ア 

コ
ロ
ナ
禍
を
き
っ
か
け
に
、
自
分
た
ち
の
周
り
の
人
間
関
係
を
見
つ
め
直
し
、
今
後

も
つ
な
が
り
を
保
つ
べ
き
人
と
、
そ
う
で
は
な
い
人
を
よ
り
分
け
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
こ
と
。 

 

イ 

コ
ロ
ナ
禍
を
き
っ
か
け
に
、
自
分
た
ち
の
周
り
の
人
間
関
係
に
お
い
て
、
関
係
を
深

め
る
必
要
の
あ
る
人
の
共
通
点
を
探
し
、
今
後
の
人
間
関
係
構
築
の
土
台
に
し
た

と
い
う
こ
と
。 

 

ウ 

コ
ロ
ナ
禍
を
き
っ
か
け
に
、
人
間
関
係
は
周
囲
の
承
諾
を
得
て
初
め
て
認
め
ら
れ

る
も
の
に
な
り
、
周
囲
の
承
諾
を
得
て
い
な
い
関
係
は
不
要
な
も
の
と
し
て
切
り

捨
て
た
と
い
う
こ
と
。 
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エ 

コ
ロ
ナ
禍
を
き
っ
か
け
に
、
「排
除
さ
れ
る
べ
き
人
間
関
係
」に
分
類
さ
れ
る
も
の
を

大
胆
に
切
り
捨
て
た
こ
と
で
、
個
々
の
人
間
関
係
の
つ
な
が
り
は
よ
り
一
層
深
ま

っ
た
と
い
う
こ
と
。 

 

問
二 

傍
線
②
「
日
本
生
命
の
調
査
」
と
あ
る
が
、
こ
の
調
査
の
本
文
に
お
け
る
役
割
を

説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。 

 

ア 

飲
み
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
不
要
だ
と
す
る
人
が
際
立
っ
て
多
い
と
い
う
事
実
を
提
示

す
る
こ
と
で
、
「
コ
ロ
ナ
禍
で
不
要
な
つ
き
あ
い
を
無
駄
と
し
て
切
り
捨
て
る
傾
向

が
強
ま
っ
た
」と
い
う
論
の
妥
当
性
を
強
調
し
て
い
る
。 

 

イ 

飲
み
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
調
査
結
果
を
客
観
的
に
示
す
こ
と
で
、
「
コ
ス
ト
に
見
合
っ

た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
発
揮
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
は
何
か
」
と
い
う
新
た
な
問

題
を
考
え
さ
せ
、
論
の
展
開
を
図
っ
て
い
る
。 

 

ウ 

飲
み
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
必
要
だ
と
す
る
人
が
際
立
っ
て
少
な
い
と
い
う
事
実
を
順

序
立
て
て
説
明
し
、
「
今
後
多
様
な
価
値
観
や
意
見
に
触
れ
る
機
会
は
さ
ら
に
減

少
し
て
い
く
だ
ろ
う
」と
い
う
新
た
な
主
張
へ
導
こ
う
と
し
て
い
る
。 

 

エ 

飲
み
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
「
不
要
」
と
す
る
人
が
、
「
必
要
」
と
す
る
人
を
初
め
て
上
回

っ
た
と
い
う
調
査
結
果
を
示
し
、
「
人
間
関
係
の
棚
卸
し
」
は
本
当
に
必
要
だ
っ
た

の
か
と
い
う
疑
問
を
読
者
に
投
げ
か
け
て
い
る
。 

 

問
三 

傍
線
③
「
オ
ン
ラ
イ
ン
の
交
流
・
交
信
が
私
た
ち
の
生
活
に
浸
透
し
て
ゆ
く
流
れ

は
止
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切

な
の
も
の
を
選
べ
。 

 

ア 

オ
ン
ラ
イ
ン
に
関
す
る
利
点
の
研
究
は
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
、
対
面
と
比
較

し
た
場
合
の
長
期
的
な
影
響
は
、
今
後
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
か
ら
。 

 

イ 

身
に
着
け
る
端
末
に
連
絡
・
通
話
用
の
ソ
フ
ト
が
実
装
さ
れ
、
安
定
的
な
電
波
網

の
も
と
、
世
界
に
常
時
接
続
で
き
る
環
境
が
技
術
的
に
整
っ
た
か
ら
。 

 

ウ 

社
会
実
験
を
通
し
て
、
対
面
よ
り
も
オ
ン
ラ
イ
ン
の
方
が
、
多
様
な
意
見
や
価
値

観
に
多
く
触
れ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
か
ら
。 

 

エ 

オ
ン
ラ
イ
ン
の
利
点
は
時
間
や
コ
ス
ト
な
ど
客
観
的
に
証
明
し
や
す
い
も
の
が
多

く
、
対
面
の
利
点
は
証
明
し
づ
ら
い
も
の
が
多
い
か
ら
。 

 

問
四 

傍
線
④
「
コ
ス
ト
計
算
が
は
び
こ
る
生
き
づ
ら
さ
の
増
す
社
会
に
も
な
り
う
る
」

と
あ
る
が
、
「生
き
づ
ら
さ
の
増
す
社
会
」
と
は
ど
の
よ
う
な
社
会
か
。
次
の
う
ち
か

ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。 

 

ア 

人
と
直
接
会
う
に
あ
た
っ
て
、
費
用
対
効
果
を
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
い
つ
も
自

分
の
魅
力
を
発
信
し
な
け
れ
ば
生
き
残
れ
な
い
社
会
。 

 

イ 

コ
ス
ト
計
算
に
お
い
て
、
移
動
時
間
や
旅
費
の
計
算
で
誤
魔
化

ご

ま

か

し
が
き
か
な
く
な

り
、
す
べ
て
の
行
動
が
記
録
さ
れ
る
社
会
。 

 
ウ 
人
間
関
係
に
お
い
て
も
会
う
目
的
や
結
果
を
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
会
う
に
足
る

理
由
が
な
い
人
を
交
流
の
輪
か
ら
除
外
す
る
社
会
。 

 

エ 

曖
昧
だ
っ
た
対
面
接
触
の
効
果
を
証
明
し
、
誰
も
が
反
論
で
き
な
い
デ
ー
タ
と
し

て
提
示
す
る
社
会
。 
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問
五 

国
語
の
授
業
で
こ
の
文
章
を
読
ん
だ
後
、
「
オ
ン
ラ
イ
ン
化
の
浸
透
」
と
い
う
テ
ー

マ
で
自
分
の
意
見
を
発
表
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
と
き
に
あ
な
た
が
話
す
言
葉

を
、
具
体
的
な
体
験
や
見
聞
も
含
め
て
二
百
字
以
内
で
書
け
。
な
お
、
書
き
出
し

や
改
行
の
際
の
空
欄
、 

、
や 

。
や 

「 

な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
字
数
に
数
え
よ
。 
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五 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。 

 

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
最
北
端
、
平
泉
は
第
二
部
の
最
終
地
で
す
。
奥
州
藤
原
氏
の
都
と
し

て
栄
え
、
源
義
経
（
一
一
五
〇
―
八
九
）
が
最
期
を
迎
え
た
場
所
で
も
あ
り
ま
す
。
ま
ず

前
段
。 

 

三
代
Ａ
の

栄
耀

え

え

う

一
睡

い
つ
す
い

の

中 う

ち

に
し
て
、
大
門
Ｂ
の
跡
は
一
里
こ
な
た
に

有 あ

り

。

秀
衡

ひ
で
ひ
ら

が
跡
は

田
野

で

ん

や

に

成 な

り

て
、
金
鶏
山
の
み
形
を
残
す
。
先 ま

づ

高
館
に
の
ぼ
れ
ば
、

北
上
川
、
南
部
よ
り
流
る

ゝ る

大
河

也 な

り

。
衣
川
は
和
泉
が
城
を
め
ぐ
り
て
、
高
館
の

下
に
て
大
河
に
落
入

お
ち
い
る

。
康
衡

や
す
ひ
ら

等 ら

が
旧
跡
は
、
衣
が
関
を
隔 へ

だ
て

て
南
部
口
を
さ
し
堅

め
、
夷 え

ぞ

を
ふ
せ
ぐ
と
み
え
た
り
。
偖 さ

て

も
義
臣
す
ぐ
つ
て

此 こ

の

城
に
こ
も
り
、
功
名
一

時
Ｃ
の

叢
く
さ
む
ら

と
な
る
。
「国
破
れ
て
山
河
あ
り
、
城
春
に
し
て
草
青
み
た
り
」と
、
笠

打
敷

う
ち
し
き

て
、
時
Ｄ
の
う
つ
る
ま
で

泪
な
み
だ

を
落
し
侍
り
ぬ
。 

 
 

夏
草
や

兵
つ
は
も
の

ど
も
が
夢
の
跡  

卯
の
花
に
兼
房

か
ね
ふ
さ

み
ゆ
る
白
毛

し

ら

が

か
な 

 
 
 
 
 
 

曾
良

そ

ら 

 

芭
蕉
と
曾
良
は
義
経
主
従
が
立
て
籠
っ
て
討
ち
死
に
し
た
高
館
に
登
り
ま
し
た
。
こ

こ
か
ら
見
わ
た
す
と
眼
下
を
北
上
川
が
流
れ
、
上
流
は
は
る
か
北
方
の
南
部
領
へ
と
つ

づ
い
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
こ
の
旅
の
最
北
端
の
地
ら
し
い
眺
め
で
す
。
二
人
は
藤
原
一
族

や
義
経
た
ち
を
し
の
び
、
「
①
笠
打
敷
て
、
時
の
う
つ
る
ま
で
泪
を
落
し
侍
り
ぬ
」
、
時
の

た
つ
の
も
忘
れ
て
涙
を
落
し
た
と
あ
り
ま
す
。 

忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
芭
蕉
と
曾
良
は
藤
原
氏
や
義
経
を
し
の
び
な
が
ら
、
同
時
に

応
仁
の
乱
か
ら
百
三
十
年
も
つ
づ
い
た
戦
乱
に
よ
っ
て
滅
亡
し
た
古
い
日
本
を
し
の
ん
で

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
義
経
は
古
い
日
本
を
代
表
す
る
英
雄
で
す
。
清
衡

き
よ
ひ
ら

（
一
〇
五

六
？
―
一
一
二
八
）
、
基
衡

も
と
ひ
ら

（
一
一
〇
六
？
―
一
一
五
七
？
）
、
秀
衡
（
一
一
二
二
？
―

一
一
八
七
）の
藤
原
三
代
は
古
い
日
本
の
あ
る
時
期
、
み
ち
の
く
で
栄
え
た
奥
州
藤
原
氏

の
当
主
た
ち
で
す
。 

文
中
に
登
場
す
る
康
衡
（正
し
く
は
泰
衡
、
一
一
五
五
―
一
一
八
九
）は
秀
衡
の
子
で

最
後
の
当
主
で
す
。
源
頼
朝
（
一
一
四
七
―
九
九
）
に
そ
そ
の
か
さ
れ
て
義
経
を
討
ち
、

み
ず
か
ら
は
頼
朝
に
討
た
れ
た
人
物
で
す
。 

こ
こ
に
た
ど
り
着
く
ま
で
芭
蕉
と
曾
良
は
み
ち
の
く
を
旅
し
て
、
古
い
日
本
の
歌
人
た

ち
が
つ
く
り
あ
げ
た

歌 ＊

枕
の
廃
墟
を
い
く
つ
も
見
て
き
ま
し
た
。
そ
の
最
終
地
で
あ
る

平
泉
の
高
館
に
立
っ
た
と
き
、
二
人
の
胸
に
あ
ふ
れ
て
き
た
の
は
壺
の
碑
の
く
だ
り
に
あ

っ
た
「
時
移
り
、
代
変
じ
て
、
其
跡
た
し
か
な
ら
ぬ
」
と
い
う
思
い
と
同
じ
く
、
時
と
い
う

も
の
は
何
も
か
も
押
し
流
し
て
し
ま
う
と
い
う
無
常
迅
速
の
嘆
き
だ
っ
た
は
ず
で
す
。 

こ
の
平
泉
の
く
だ
り
は
『お
く
の
ほ
そ
道
』第
二
部
、
み
ち
の
く
旅
全
体
の
ま
と
め
と
し

て
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
く
だ
り
は
藤
原
氏
や
義
経
へ
の
鎮
魂
で
あ
る
と
と
も
に
み
ち

の
く
の
歌
枕
の
廃
墟
と
歌
枕
を
生
ん
だ
古
い
日
本
へ
の
鎮
魂
で
も
あ
る
の
で
す
。 

本
文
を
受
け
て
夏
草
の
句
が
お
か
れ
て
い
ま
す
。
「
兵
ど
も
」
は
直
接
は
義
経
主
従
、

次
に
藤
原
三
代
を
さ
し
て
い
ま
す
が
、
②
こ
の
句
は
そ
れ
だ
け
に
収
ま
ら
な
い
深
々
と
し

た
哀
し
み
を
そ
な
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
義
経
や
藤
原
氏
同
様
、
無
常
迅
速
な
時
間
に
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押
し
流
さ
れ
た
み
ち
の
く
の
歌
枕
の
面
影
が
句
の
背
後
に
ち
ら
つ
く
か
ら
で
す
。 

句
の
構
造
を
み
て
お
く
と
、
「
夏
草
」
は
あ
た
り
に
茂
る
現
実
の
夏
草
の
描
写
、
「
兵
ど

も
が
夢
の
跡
」
は
夏
草
を
目
に
し
て
生
ま
れ
た
芭
蕉
の
心
の
世
界
、
つ
ま
り
〈
現
実
＋
心
〉

の
句
で
す
。
こ
の
句
も
ま
た
古
池
の
句
を
発
展
さ
せ
た
句
で
す
。 

隣
り
の
曾
良
の
句
に
あ
る
「
兼
房
」
は
義
経
を
守
っ
て
、
こ
こ
で
討
ち
死
に
し
た
老
武

者
で
す
。
白
い
卯
の
花
に
白
髪
の
面
影
を
思
い
浮
か
べ
て
い
ま
す
。 

つ
づ
い
て
後
段
で
は
中
尊
寺
の
光
堂

ひ
か
り
ど
う

（金
色
堂
）が
描
か
れ
ま
す
。 

 

兼 か

ね

て
耳

驚
お
ど
ろ
か

し
た
る
二
堂
開
帳
す
。
経
堂
は
三
将
の
像
を
の
こ
し
、
光
堂
は
三

代
の
棺
を
納
め
、
三
尊
の
仏
を
安
置
す
。
七
宝

散 ち

り

う
せ
て
、
珠
の
扉
風
に
や
ぶ
れ
、

金
の
柱
霜
雪
に

朽 く

ち

て
、
既

す
で
に

頽
廃

た
い
は
い

③
空
虚
の
叢
と

成 な

る

べ
き
を
、
四
面

新
あ
ら
た

に

囲
か
こ
み

て
、
甍

い
ら
か

を

覆
お
ほ
ひ

て
風
雨
を

凌
し
の
ぎ

、
暫
時

し
ば
ら
く

千
歳
の
記
念

か

た

み

と
は
な
れ
り
。 

 

五
月
雨

さ

み

だ

れ

の
降 ふ

り

の
こ
し
て
や
光
堂 

 

前
段
と
は
文
章
の
表
情
が
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
問
題
は
「
七

宝
散
う
せ
て
」
か
ら
で
す
。
光
堂
の
内
陣
を
飾
っ
て
い
た
七
種
の
宝
は
散
り
失
せ
、
珠
玉

を
ち
り
ば
め
た
扉
は
風
に
破
れ
、
金
色
の
柱
は
霜
や
雪
に
朽
ち
は
て
、
光
堂
自
体
も
と

う
の
昔
に
崩
れ
落
ち
、
む
な
し
い
草
む
ら
に
な
っ
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
と
い
う
の
で
す
。

「空
虚
の
叢
と
成
べ
き
を
」は
前
段
の
高
館
の
よ
う
に
む
な
し
い
草
む
ら
と
な
っ
て
い
た
は

ず
な
の
に
、
と
い
う
意
味
で
す
。
し
か
し
光
堂
は
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
。
鞘
堂

さ
や
ど
う

で
お
お
っ

て
風
雨
を
し
の
い
で
い
る
の
で
今
し
ば
ら
く
は
千
年
の
形
見
と
し
て
残
っ
て
い
る
。 

芭
蕉
は
何
を
い
お
う
と
し
て
い
る
の
か
。
こ
の
世
界
で
は
無
常
迅
速
な
時
間
に
よ
っ
て

何
も
か
も
押
し
流
さ
れ
て
し
ま
う
運
命
に
あ
る
が
、
光
堂
が
そ
れ
に
耐
え
て
残
っ
て
い
る

こ
と
に
心
を
動
か
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
平
泉
の
前
段
が
時
間
の
激
流
に
押
し
流
さ
れ
る

も
の
へ
の
鎮
魂
で
あ
る
な
ら
、
後
段
は
生
き
な
が
ら
え
る
も
の
の
か
す
か
な
光
明
を
語
っ

て
い
ま
す
。 

④
五
月
雨
の
句
が
描
く
の
も
同
様
の
光
堂
の
姿
で
す
。
「降
の
こ
し
て
や
」は
降
り
つ
づ

く
五
月
雨
に
も
光
堂
だ
け
は
朽
ち
な
い
で
い
る
と
い
う
の
で
す
。
理
屈
を
い
え
ば
鞘
堂
で

お
お
わ
れ
て
い
る
の
で
そ
う
な
る
わ
け
で
す
。
五
月
雨
と
あ
り
ま
す
が
、
無
常
迅
速
の
時

間
が
し
ん
し
ん
と
降
り
し
き
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
。 

（長
谷
川
櫂
「松
尾
芭
蕉 

お
く
の
ほ
そ
道
」よ
り
。
な
お
、
本
文
に
は
省
略
等
が
あ
る
。
） 

＊ 

歌
枕
…
…
古
く
か
ら
和
歌
に
入
れ
て
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
名
所
。 

   

問
一 

二
重
傍
線
Ａ
～
Ｄ
の
「
の
」
の
う
ち
、
他
と
意
味
・
用
法
の
異
な
る
も
の
を
一
つ
選

び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

 

問
二 
傍
線
①
「
笠
打
敷
て
、
時
の
う
つ
る
ま
で
泪
を
落
し
侍
り
ぬ
」
と
あ
る
が
、
こ
の
時

の
芭
蕉
の
心
情
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど

れ
か
。 
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ア 

過
去
に
討
た
れ
た
日
本
の
英
雄
に
対
す
る
追
憶
を
通
し
て
、
旅
の
ま
と
め
と
し

て
、
過
去
の
日
本
全
体
を
懐
か
し
ん
で
い
る
。 

 
 

イ 
奥
州
藤
原
氏
の
都
と
し
て
繁
栄
し
た
地
を
訪
れ
て
、
そ
の
痕
跡
を
発
見
し
、
藤

原
氏
と
義
経
の
か
つ
て
の
栄
光
に
感
銘
を
受
け
て
い
る
。 

 
 

ウ 

非
業
の
死
を
と
げ
た
英
雄
を
悼
ん
で
い
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
滅
亡
に
い

た
る
背
景
に
ま
で
思
い
を
は
せ
て
悲
し
ん
で
い
る
。 

 
 

エ 

歌
枕
に
な
っ
て
い
る
場
所
を
訪
れ
た
が
、
本
来
の
美
し
さ
が
失
わ
れ
た
様
を
前
に

し
て
、
時
間
が
元
に
は
戻
ら
な
い
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。 

 

問
三 

傍
線
②
「こ
の
句
は
そ
れ
だ
け
に
収
ま
ら
な
い
深
々
と
し
た
哀
し
み
を
そ
な
え
て

い
ま
す
」と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。 

 
 

ア 

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
本
文
で
書
か
れ
て
い
た
内
容
と
は
異
な
り
、
た
だ
自
然
を

描
写
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
芭
蕉
の
心
の
世
界
ま
で
も
が
表
現
さ
れ
て
い
る
か

ら
。 

 
 

イ 

『お
く
の
ほ
そ
道
』の
本
文
で
書
か
れ
て
い
た
内
容
と
同
じ
よ
う
に
、
人
の
命
の
は

か
な
さ
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
ら
し
い
美
し
さ
に
気
付
か
せ
る
か
ら
。 

 
 

ウ 

『お
く
の
ほ
そ
道
』の
本
文
で
書
か
れ
て
い
た
内
容
と
同
じ
よ
う
に
、
目
の
前
の
も

の
だ
け
で
は
な
く
、
廃
墟
と
な
っ
た
歌
枕
に
対
す
る
鎮
魂
の
意
を
感
じ
さ
せ
る

か
ら
。 

 
 

エ 

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
本
文
で
書
か
れ
て
い
た
内
容
と
は
異
な
り
、
歌
枕
を
効
果

的
に
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
俳
句
の
情
景
を
読
者
の
想
像
に
ゆ
だ
ね
て
い
る
か
ら
。 

問
四 

傍
線
③
「
空
虚
の
叢
と
成
べ
き
を
」
と
あ
る
が
、
本
文
中
に
お
い
て
こ
の
箇
所
の
現

代
語
訳
に
相
当
す
る
部
分
は
ど
こ
か
。
抜
き
出
し
て
答
え
よ
。 

 

問
五 

傍
線
④
「
五
月
雨
の
句
が
描
く
の
も
同
様
の
光
堂
の
姿
で
す
」
と
あ
る
が
、
「
五
月

雨
の
句
」
で
芭
蕉
が
い
い
た
い
こ
と
は
何
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を

選
べ
。 

 
 

ア 

無
常
こ
そ
が
美
し
い
は
ず
な
の
に
、
自
然
の
流
れ
に
逆
ら
っ
て
、
少
し
も
見
た
目

が
変
わ
ら
な
い
光
堂
の
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。 

 
 

イ 

不
変
の
も
の
が
な
い
世
の
中
で
あ
っ
て
も
、
長
い
時
間
を
経
て
、
い
ま
だ
に
形
を

変
え
ず
残
っ
て
い
る
光
堂
に
対
し
て
感
動
し
て
い
る
。 

 
 

ウ 

神
秘
的
な
存
在
だ
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
朽
ち
て
い
な
い
の
は
、
鞘
堂
の
お
か
げ

に
す
ぎ
な
か
っ
た
光
堂
に
対
し
て
落
胆
し
て
い
る
。 

 
 

エ 

今
は
ま
だ
き
れ
い
で
あ
っ
て
も
、
気
候
の
特
色
か
ら
、
こ
れ
か
ら
朽
ち
て
い
く
こ

と
を
感
じ
さ
せ
る
光
堂
の
こ
と
を
絶
賛
し
て
い
る
。 
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