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令
和
六
年
度
入
学
者
選
抜
学
力
検
査
本
試
験
問
題

　
　
　
　
　

国
　
　
　
語

︵
配　

点
︶

1　

33
点

2　

38
点

3　

29
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
意
事
項
）

１　

問
題
冊
子
は
指
示
が
あ
る
ま
で
開
か
な
い
こ
と
。

２　

問
題
冊
子
は
一
ペ
ー
ジ
か
ら
十
九
ペ
ー
ジ
ま
で
あ
る
。
検
査
開
始
の
合
図
の
あ
と
で
確
か
め
る
こ
と
。

３　

検
査
中
に
問
題
冊
子
の
印
刷
不
鮮
明
、
ペ
ー
ジ
の
落
丁
・
乱
丁
及
び
解
答
用
紙
の
汚
れ
等
に
気
づ
い
た
場
合
は
、
静
か
に
手
を

高
く
挙
げ
て
監
督
者
に
知
ら
せ
る
こ
と
。

４　

解
答
用
紙
に
氏
名
と
受
験
番
号
を
記
入
し
、
受
験
番
号
と
一
致
し
た
マ
ー
ク
部
分
を
塗
り
つ
ぶ
す
こ
と
。

５　

解
答
に
は
、
必
ず
Ｈ
Ｂ
の
黒
鉛
筆
を
使
用
す
る
こ
と
。
な
お
、
解
答
用
紙
に
必
要
事
項
が
正
し
く
記
入
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、

ま
た
は
解
答
用
紙
に
記
載
し
て
あ
る
「
マ
ー
ク
部
分
塗
り
つ
ぶ
し
の
見
本
」
の
と
お
り
に
マ
ー
ク
部
分
が
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
な

い
場
合
は
、
解
答
が
無
効
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。

６　

一
つ
の
解
答
欄
に
対
し
て
複
数
の
マ
ー
ク
部
分
を
塗
り
つ
ぶ
し
て
い
る
場
合
、
ま
た
は
指
定
さ
れ
た
解
答
欄
以
外
の
マ
ー
ク
部

分
を
塗
り
つ
ぶ
し
て
い
る
場
合
は
、
有
効
な
解
答
に
は
な
ら
な
い
。

７　

解
答
を
訂
正
す
る
と
き
は
、
き
れ
い
に
消
し
て
、
消
し
く
ず
を
残
さ
な
い
こ
と
。
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1　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。

俳
句
は
和
歌
に
比
べ
て
、
現
実
に
重
み
を
置
く
。
現
実
と
は
、
生
き
て
い
く
こ
と
。
働
き
、
食
べ
て
、
次
代
へ
命
を
つ
な
ぐ
営
み
だ
。

と
こ
ろ
が
、
俳
句
そ
の
も
の
は
、
現
実
に
寄
与
し
な
い
。
一
片
の
パ
ン
に
よ
っ
て
も
腹
は
ふ
く
れ
る
が
、
一
つ
の
句
で
は
何
も
救
え
な
い
。

こ
の
矛
盾
の
中
に
生
き
る
の
が
俳
人
だ
。
俳
人
と
い
え
ば
、
飄ひ

ょ
う

々ひ
ょ
う

と
し
て
霞
を
食く

ら
い
な
が
ら
茅ぼ
う

屋お
く

で
句
を
し
た
た
め
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、
そ
の
茅
屋
に
至
る
ま

で
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
現
実
と
の
確
執
が
あ
る
。
そ
し
て
、
茅
屋
に
座
し
て
も
な
お
、
心
中
の
確
執
は
続
い
て
い
る
。

　

 

つ
ら
つ
ら
年
月
の
移
り
来
し
拙つ
た
な

き
身
の
科と
が

を
思
ふ
に
、
あ
る
時
は
仕
官
懸
命
の
地
を
う
ら
や
み
、
一
た
び
は
仏ぶ
つ

籬り

祖そ

室し
つ

の
扉と
ぼ
そ

に
入
ら
む
と
せ
し
も
、
た
ど
り
な
き
風
雲
に

身
を
せ
め
、
花
鳥
に
情
を
労
し
て
、
し
ば
ら
く
生
涯
の
は
か
り
ご
と
と
さ
へ
な
れ
ば
、
つ
ひ
に
無
能
無
才
に
し
て
こ
の
一
筋
に
つ
な
が
る
。 

︵﹁
幻げ
ん

住じ
ゅ
う

庵あ
ん

記の
き

﹂︶

　

 ︵
つ
く
づ
く
、
今
ま
で
の
愚
か
な
自
分
の
過
ち
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
あ
る
時
は
主
君
に
仕
え
領
地
を
得
る
身
分
を
う
ら
や
ま
し
く
思
い
、
ま
た
一
度
は
仏
門
に
入
り
僧

侶
に
な
ろ
う
か
と
も
し
て
み
た
け
れ
ど
、
行
き
先
を
定
め
な
い
旅
の
風
雲
に
我
が
身
を
苦
し
め
、
花
鳥
風
月
を
愛め

で
る
こ
と
に
心
を
費
や
し
て
、
ひ
と
ま
ず
そ
れ
が
自
分
の

生
活
す
る
た
め
の
仕
事
に
ま
で
な
っ
た
の
で
、
無
能
無
才
の
身
で
た
だ
こ
の
俳
諧
と
い
う
一
筋
の
道
に
つ
な
が
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。︶

芭
蕉
が
大
津
の
小
庵
﹁
幻
住
庵
﹂
で
し
た
た
め
た
一
文
で
あ
る
。
若
き
頃
に
は
、
武
家
に
仕
官
し
て
働
こ
う
と
し
た
り
、
仏
道
修
行
を
し
よ
う
と
心
づ
い
た
り
し
た
こ
と
も

あ
っ
た
。
そ
れ
も
か
な
わ
な
い
で
、﹁
夏か

炉ろ

冬と
う

扇せ
ん

﹂︵﹁
許き
ょ

六り
く

離り

別べ
つ

の
詞こ
と
ば

﹂︶
の
ご
と
き
俳
諧
に
一
生
を
か
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
だ
。

俳
人
と
は
高
み
の
見
物
を
き
め
こ
む
者
、
あ
る
い
は
、
み
ず
か
ら
は
安
全
ケ
ン
に
い
て
世
の
中
を
斜
め
に
見
る
者
の
総
称
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
、
こ
の
言
葉
か
ら
わ

か
る
だ
ろ
う
。

﹁
幻
住
庵
記
﹂
の
末
尾
に
、
次
の
一
句
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

ま
づ
頼
む
椎し
い

の
木
も
あ
り
夏な
つ

木こ

立だ
ち　
　
　

芭　

蕉

頼
る
べ
き
も
の
と
い
え
ば
、
人
。
そ
し
て
、
金
。
そ
の
ど
ち
ら
も
自
分
は
持
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
か
わ
り
と
し
て
、
夏
木
立
の
中
の
、
ふ
と
ぶ
と
と
し
た
椎
の
木

が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
別
荘
を
買
っ
て
、
近
く
の
木
が
気
に
入
り
、
朝
夕
の
眺
め
を
楽
し
み
、
ハ
ン
モ
ッ
ク
を
吊つ

っ
て
み
る
⋮
⋮
。
そ
う
し
た
感
覚
で
は
な
い
の
だ
。
頼
む
も
の
と
し

て
、
樹
木
を
ま
ず
挙
げ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
境
遇
は
、
現
代
人
に
は
理
解
し
が
た
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

で
は
、
そ
う
し
た
身
の
上
に
対
す
る
自
虐
な
の
か
と
い
え
ば
、
そ
う
単
純
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
こ
の
句
の
﹁
夏
木
立
﹂
が
も
っ
と
頼
り
な
い
も
の
︱
︱
草
花
で
あ
っ
た
り
、

冬
の
枯
れ
木
で
あ
っ
た
り
す
れ
ば
、
こ
れ
は
﹁
無
能
無
才
﹂
を
羞は

じ
て
い
る
句
で
あ
る
と
い
う
だ
け
だ
。
あ
お
あ
お
と
葉
を
茂
ら
せ
、
ど
く
ど
く
と
大
地
か
ら
養
分
を
吸
い
上
げ

て
い
る
、
夏
の
椎
の
木
を
知
己
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
俗ぞ
く

塵じ
ん

を
遠
ざ
け
た
み
ず
か
ら
の
境
遇
を
驕お
ご

る
気
配
さ
え
あ
る
。

⑴

︵
注
１
︶

︵
注
２
︶

Ａ

⑵

①

ａ
ｂ

︵
注
３
︶

︵
注
４
︶
⑶
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﹁
椎
の
木
﹂
に
は
、
屹き
つ

立り
つ

す
る
十
七
音
の
文
芸
が
託
さ
れ
て
い
る
と
み
る
の
は
、
深
読
み
に
す
ぎ
る
だ
ろ
う
か
。

﹃
お
く
の
ほ
そ
道
﹄︵
元げ
ん

禄ろ
く

十
五
年
︹
一
七
〇
二
︺
刊
︶
の
冒
頭
部
が
、
李り

白は
く

の
﹁
夫そ

れ
天
地
は
万
物
の
逆げ
き

旅り
ょ

に
し
て
、
光
陰
は
百は
く

代た
い

の
過か

客か
く

な
り
。
而し
こ
う

し
て
浮ふ

生せ
い

は
夢
の
ご
と

し
、
歓
を
為な

す
こ
と
幾い
く

何ば
く

ぞ
﹂︵﹁
春し
ゅ
ん
や
と
う
り
え
ん
に
え
ん
す
る
の
じ
ょ

夜
宴
桃
李
園
序
﹂︶
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
、
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

　

 

月
日
は
百
代
の
過
客
に
し
て
、
行ゆ
き

か
ふ
年
も
又
旅
人
也な
り

。
舟
の
上
に
生
涯
を
う
か
べ
、
馬
の
口
と
ら
へ
て
老お
い

を
む
か
ふ
る
物
は
、
日
々
旅
に
し
て
旅
を
栖す
み
か

と
す
。
古
人
も

多
く
旅
に
死
せ
る
あ
り
。

こ
れ
に
先
ん
じ
て
、
あ
る
作
家
が
、
李
白
の
詩
を
踏
ま
え
た
文
章
を
書
い
て
い
る
。
そ
の
名
は
、
井い

原は
ら

西さ
い

鶴か
く

。

　

 

さ
れ
ば
天
地
は
万
物
の
逆
旅
。
光
陰
は
百
代
の
過
客
、
浮ふ

世せ
い

は
夢ゆ
め

幻
ま
ぼ
ろ
し

と
い
ふ
。
時
の
間ま

の
煙
、
死
す
れ
ば
何
ぞ
、
金
銀
、
瓦が

石せ
き

に
は
劣
れ
り
。
黄こ
う

泉せ
ん

の
用
に
は
立
ち
難

し
。
然し
か

り
と
い
へ
ど
も
、
残
し
て
子
孫
の
為た
め

と
は
な
り
ぬ
。 

︵﹃
日に
っ

本ぽ
ん

永え
い

代た
い

蔵ぐ
ら

﹄
貞じ
ょ
う

享き
ょ
う

五
年
︹
一
六
八
八
︺
刊
︶

芭
蕉
と
西
鶴
。
と
も
に
李
白
を
パ
ロ
デ
ィ
し
な
が
ら
も
、
二
人
の
人
生
観
の
相
違
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。

芭
蕉
は
、
天
地
も
時
間
も
す
べ
て
刻
々
と
変
化
し
て
い
く
旅
人
で
あ
る
と
い
う
の
な
ら
ば
、
自
分
も
そ
の
中
の
一
部
と
し
て
従
お
う
と
す
る
。
船
頭
や
馬
方
に
目
を
や
る
の
は
、

俳
諧
の
現
実
主
義
的
な
一
面
を
表
す
と
し
て
も
、
芭
蕉
の
心
の
中
に
あ
る
の
は
あ
く
ま
で
﹁
古
人
﹂
で
あ
り
、
今
昔
や
貴き

賤せ
ん

を
超
越
し
て
現
世
を
眺
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

西
鶴
は
、
す
べ
て
が
刻
々
変
化
す
る
こ
の
世
は
夢
の
よ
う
で
あ
り
、
い
く
ら
金
を
た
め
て
も
死
ん
で
し
ま
え
ば
何
の
役
に
も
立
た
な
い
と
い
い
な
が
ら
、
子
孫
の
た
め
に
な
る

と
い
う
理
由
で
、
そ
れ
を
肯
定
す
る
。﹁
金
銀
を
溜た

む
べ
し
。
是こ
れ

、
二ふ
た

親お
や

の
外
に
命
の
親
な
り
﹂︵﹃
日
本
永
代
蔵
﹄︶
と
い
う
言
葉
を
吐
く
西
鶴
は
、
し
た
た
か
な
現
実
主
義
者
だ
。

そ
も
そ
も
、
芭
蕉
の
旅
そ
の
も
の
が
、
当
時
と
し
て
は
異
質
で
あ
っ
た
。

交
通
網
の
発
達
し
た
江
戸
時
代
に
は
庶
民
も
旅
を
し
や
す
く
な
り
、
多
く
の
人
々
が
五
街
道
を
行
き
来
し
た
。
な
ん
と
い
っ
て
も
伊
勢
へ
の
関
心
は
高
か
っ
た
が
、
そ
れ
は

﹁
伊
勢
参
宮
大
神
宮
へ
も
ち
よ
つ
と
寄
り
﹂
と
い
う
川せ
ん

柳り
ゅ
う

に
詠よ

ま
れ
て
い
る
と
お
り
、
目
的
は
物も
の

見み

遊ゆ

山さ
ん

で
あ
り
、
日
々
の
憂う

さ
を
晴
ら
し
て
明
日
へ
の
活
力
を
得
る
た
め
の
も

の
だ
。

し
か
し
、
芭
蕉
の
旅
は
違
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
蕉
風
を
伝
え
、
俳
諧
師
と
し
て
の
名
声
を
得
、
生
計
の
安
定
を
図
る
た
め
と
い
う
現
実
的
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
。
だ

が
、
そ
こ
に
は
古
人
の
足
跡
に
触
れ
た
い
、
歌
枕
の
現
状
を
知
り
た
い
、
み
ず
か
ら
の
思
索
を
深
め
た
い
と
い
う
、
形け
い

而じ

上じ
ょ
う

的
な
理
由
が
大
き
い
の
で
あ
り
、
一
般
の
人
か
ら

み
れ
ば
﹁
無
駄
骨
﹂
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
旅
で
あ
っ
た
。

芭
蕉
は
忍
者
で
あ
っ
た
と
い
う
説
が
生
ま
れ
る
の
も
、
こ
の
旅
が
、
い
か
に
一
般
の
人
に
理
解
さ
れ
づ
ら
い
も
の
で
あ
っ
た
か
を
、
証
明
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
諜ち
ょ
う

報ほ
う

活
動
と

い
う
現
実
的
な
目
的
も
な
く
、
な
ぜ
あ
え
て
ヘ
ン
境
の
地
を
め
ぐ
る
旅
に
出
る
の
か
。
説
明
が
で
き
な
い
の
だ
。

︵
注
5
︶

︵
注
６
︶

︵
注
７
︶

⑷

⑸

︵
注
８
︶

︵
注
９
︶

︵
注
10
︶

ｃ
②

ｄ
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芭
蕉
の
旅
が
生
ん
だ
﹃
お
く
の
ほ
そ
道
﹄
と
い
う
紀
行
文
も
ま
た
、
板い
た

坂さ
か

耀よ
う

子こ

に
よ
れ
ば
﹁
江
戸
時
代
の
紀
行
と
し
て
は
異
色
作
で
あ
る
﹂
と
い
う
︵﹃
江
戸
の
紀
行
文
﹄
中

公
新
書
、
二
〇
一
一
年
︶。
そ
れ
は
観
コ
ウ
ガ
イ
ド
で
も
な
け
れ
ば
、
個
人
的
な
日
記
で
も
な
い
。
世
の
真
理
を
、
時
間
を
超
え
て
後
世
の
人
々
に
も
示
そ
う
と
し
た
。

俳
句
は
、
複
雑
で
あ
る
。
キ
メ
ラ
的
で
あ
る
。
短
さ
ゆ
え
に
作
り
や
す
く
、
大
衆
の
詩
で
あ
る
こ
と
も
確
か
だ
。
市し

井せ
い

に
生
き
る
無
名
の
人
々
の
述
懐
で
も
あ
る
。
一
方
で
、

超
ゼ
ン
と
高
み
か
ら
見
下
ろ
し
て
の
垂
訓
で
も
あ
る
。﹁
高
く
心
を
悟
り
て
俗
に
帰
る
べ
し
﹂︵﹃
三さ

ん

冊ぞ
う

子し

﹄︶
と
語
っ
た
芭
蕉
は
、
こ
の
複
雑
さ
を
受
け
入
れ
て
、
苦
し
み
な
が
ら

も
名
句
を
生
み
出
し
た
。
複
雑
さ
が
、
俳
句
と
い
う
文
芸
を
今
に
残
し
て
き
た
の
だ
。 

︵
髙た
か

柳や
な
ぎ

克か
つ

弘ひ
ろ

﹃
究
極
の
俳
句
﹄
中
央
公
論
新
社　

に
よ
る
︶

　
︵
注
１
︶
茅
屋
=
み
す
ぼ
ら
し
い
家
。
あ
ば
ら
家
。

　
︵
注
２
︶
芭
蕉
=
江
戸
時
代
の
俳
人
で
、﹃
お
く
の
ほ
そ
道
﹄﹃
幻
住
庵
記
﹄﹃
三
冊
子
﹄
の
作
者
。﹁
蕉
風
﹂
は
芭
蕉
と
そ
の
一
門
の
作
風
を
い
う
。

　
︵
注
３
︶
知
己
=
自
分
の
こ
と
を
よ
く
わ
か
っ
て
い
て
く
れ
る
人
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
︵
注
４
︶
俗
塵
=
俗
世
間
の
わ
ず
ら
わ
し
い
事
柄
。

　
︵
注
５
︶
屹
立
=
高
く
そ
び
え
た
っ
て
い
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
︵
注
６
︶
李
白
=
中
国
の
詩
人
で
、﹃
春
夜
宴
桃
李
園
序
﹄
の
作
者
。

　
︵
注
７
︶
井
原
西
鶴
=
江
戸
時
代
の
浮
世
草
子
作
者
、
俳
人
。﹃
日
本
永
代
蔵
﹄
の
作
者
。

　
︵
注
８
︶
物
見
遊
山
=
気
晴
ら
し
に
あ
ち
こ
ち
見
物
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
︵
注
９
︶
歌
枕
=
和
歌
の
題
材
と
さ
れ
た
名
所
、
旧
跡
。　

　
︵
注
10
︶
形
而
上
的
=
形
が
な
く
、
感
覚
で
そ
の
存
在
を
認
識
で
き
な
い
こ
と
。
精
神
的
。

　
︵
注
11
︶
キ
メ
ラ
的
=
同
じ
も
の
の
な
か
に
異
な
る
も
の
が
同
時
に
存
在
す
る
こ
と
。　
　
︵
注
12
︶
市
井
=
人
が
多
く
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
、
ま
ち
。

　
︵
注
13
︶
垂
訓
=
教
え
を
示
す
こ
と
。
教
訓
を
後
世
の
人
に
残
す
こ
と
。

問
１　

本
文
中
の
、
安
全
ケ
ン
、
ヘ
ン
境
、
観
コ
ウ
、
超
ゼ
ン　

の
カ
タ
カ
ナ
部
分
の
漢
字
表
記
と
し
て
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

　
　

①
安
全
ケ
ン　

ア　

間　
　

イ　

件　
　

ウ　

権　
　

エ　

圏　
　
　

②
ヘ
ン
境　
　

ア　

片　
　

イ　

辺　
　

ウ　

変　
　

エ　

返

　
　

③
観
コ
ウ　
　

ア　

行　
　

イ　

港　
　

ウ　

光　
　

エ　

好　
　
　

④
超
ゼ
ン　
　

ア　

全　
　

イ　

然　
　

ウ　

漸　
　

エ　

禅

問
２　

本
文
中
の
、
か
な
わ
な
い　

と
同
じ
品
詞
の
﹁
な
い
﹂
を
、
本
文
中
の
ａ
か
ら
ｄ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

　
　
ａ　

わ
け
で
は
な
い　
　

ｂ　

頼
り
な
い　
　
　
ｃ　

い
い
よ
う
の
な
い　
　
　

ｄ　

で
き
な
い

③

︵
注
11
︶

︵
注
12
︶

④

︵
注
13
︶

⑹

①

②

③

④

Ａ
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問
３　

本
文
中
に
、
飄
々
と
し
て
霞
を
食
ら
い
な
が
ら
茅
屋
で
句
を
し
た
た
め
て
い
る　

と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
か

ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

ア　

世
間
と
離
れ
た
と
こ
ろ
に
身
を
置
い
て
、
人
や
金
銭
に
と
ら
わ
れ
ず
質
素
な
生
活
を
送
り
な
が
ら
俳
句
を
作
り
続
け
て
い
る
。

イ　

人
並
み
の
暮
ら
し
は
ど
う
に
か
保
ち
な
が
ら
、
定
住
す
る
こ
と
な
く
旅
の
中
に
身
を
置
い
て
俳
句
を
生
み
出
し
続
け
て
い
る
。

ウ　

俳
諧
師
と
し
て
高
い
評
価
を
得
る
こ
と
だ
け
を
心
の
支
え
と
し
て
、
日
々
世
間
の
人
に
向
け
て
俳
句
を
発
信
し
続
け
て
い
る
。

エ　

人
々
の
好
奇
の
目
に
さ
ら
さ
れ
な
い
よ
う
郊
外
に
住
み
、
人
間
の
愚
か
さ
を
皮
肉
に
眺
め
な
が
ら
俳
句
を
詠
み
続
け
て
い
る
。

問
４　

本
文
中
に
、﹁
夏
炉
冬
扇
﹂
の
ご
と
き
俳
諧　

と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

ア　

火
鉢
で
あ
ぶ
ら
れ
る
よ
う
な
真
夏
の
暑
さ
、
扇
で
あ
お
が
れ
る
よ
う
な
真
冬
の
寒
さ
と
い
っ
た
極
限
の
環
境
に
着
想
を
得
て
作
ら
れ
る
の
が
俳
諧
だ
と
い
う
こ
と
。

イ　

暑
い
夏
に
火
鉢
を
取
り
出
し
、
寒
い
冬
に
扇
を
持
ち
出
す
の
が
時
季
外
れ
で
意
味
の
な
い
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
、
俳
諧
も
現
実
で
は
役
に
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
。

ウ　

夏
に
火
鉢
を
使
っ
て
暖
ま
り
冬
に
扇
を
用
い
て
涼
む
と
い
っ
た
、
常
識
に
縛
ら
れ
な
い
自
由
な
発
想
に
よ
っ
て
こ
そ
俳
諧
は
生
み
出
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
。

エ　

真
夏
に
火
鉢
で
体
を
熱
し
た
り
、
真
冬
に
扇
で
体
を
冷
や
し
た
り
す
る
よ
う
に
、
あ
え
て
苦
境
に
身
を
置
い
て
耐
え
忍
ぶ
こ
と
で
俳
諧
は
磨
か
れ
る
と
い
う
こ
と
。

問
５　

本
文
中
に
、
俗
塵
を
遠
ざ
け
た
み
ず
か
ら
の
境
遇
を
驕
る　

と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら

一
つ
選
べ
。

ア　

現
実
生
活
で
は
役
に
立
た
な
い
﹁
無
能
無
才
﹂
の
自
分
だ
が
、
世
俗
を
離
れ
自
然
の
中
に
身
を
置
い
た
か
ら
こ
そ
、
地
中
か
ら
た
っ
ぷ
り
と
養
分
を
吸
い
上
げ
葉
を
茂

ら
せ
る
﹁
椎
の
木
﹂
の
生
命
力
に
癒
さ
れ
て
名
句
を
生
み
出
せ
た
の
だ
と
自
負
し
て
い
る
。

イ　

世
俗
の
汚
れ
に
染
ま
ら
な
い
た
め
に
人
と
の
関
わ
り
を
避
け
ね
ば
な
ら
ず
、
清
貧
を
保
ち
続
け
る
た
め
に
物
欲
を
断
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
自
分
の
身
の
上
を
恨
め
し

く
思
い
、﹁
椎
の
木
﹂
を
相
手
に
俳
句
を
詠
む
こ
と
で
不
満
を
解
消
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

ウ　

こ
れ
ま
で
は
世
俗
を
離
れ
る
し
か
な
く
人
や
金
に
縁
が
な
い
ま
ま
俳
句
の
道
を
極
め
る
日
々
を
過
ご
し
て
き
た
が
、
そ
の
お
か
げ
で
﹁
椎
の
木
﹂
の
名
句
が
生
ま
れ
、

こ
の
句
を
き
っ
か
け
に
世
俗
で
の
名
声
を
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
野
心
に
燃
え
て
い
る
。

エ　

自
分
が
頼
り
と
し
た
の
は
、
現
実
に
生
活
を
営
む
う
え
で
助
け
と
な
る
人
や
金
で
は
な
く
、
堂
々
と
立
つ
﹁
椎
の
木
﹂
の
存
在
で
あ
っ
た
と
示
す
こ
と
を
通
じ
て
、
世

俗
に
染
ま
ら
ず
俳
句
に
生
涯
を
捧
げ
た
自
ら
を
誇
ら
し
く
思
う
気
持
ち
を
述
べ
て
い
る
。

⑴⑵⑶
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問
６　

本
文
中
に
、
二
人
の
人
生
観
の
相
違　

と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

ア　

芭
蕉
は
、
刻
々
と
変
化
す
る
時
間
や
空
間
に
身
を
任
せ
て
い
く
こ
と
で
、
自
ら
も
﹁
古
人
﹂
に
な
り
き
っ
て
創
作
を
し
て
い
こ
う
と
考
え
た
が
、
西
鶴
は
、
変
化
す
る

時
間
と
空
間
に
流
さ
れ
な
い
よ
う
生
き
て
い
く
た
め
に
、
変
わ
ら
な
い
価
値
を
持
つ
お
金
を
た
め
よ
う
と
考
え
た
。

イ　

芭
蕉
は
、
多
く
の
時
代
を
経
て
も
な
く
な
る
こ
と
の
な
い
船
頭
や
馬
方
な
ど
の
現
実
的
な
職
業
の
な
か
に
人
生
の
意
味
を
見
い
だ
し
た
が
、
西
鶴
は
、
永
遠
に
価
値
が

変
化
し
な
い
お
金
を
子
孫
に
残
し
て
い
く
こ
と
だ
け
が
人
生
に
と
っ
て
意
味
の
あ
る
こ
と
だ
と
考
え
た
。

ウ　

芭
蕉
は
、
刻
々
と
変
化
す
る
時
間
と
空
間
の
な
か
で
身
分
や
時
代
を
超
え
て
現
実
の
世
の
中
を
眺
め
る
の
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
た
が
、
西
鶴
は
、
移
ろ
い
ゆ
く
は
か

な
い
世
の
中
で
あ
っ
て
も
、
子
孫
の
た
め
に
な
る
の
で
お
金
を
た
め
る
こ
と
に
は
意
義
が
あ
る
と
考
え
た
。

エ　

芭
蕉
は
、
変
化
す
る
世
の
中
に
あ
っ
て
も
価
値
の
変
わ
ら
な
い
﹁
古
人
﹂
を
理
解
す
る
こ
と
こ
そ
が
自
ら
の
人
生
に
と
っ
て
最
も
意
味
の
あ
る
も
の
だ
と
考
え
た
が
、

西
鶴
は
、
世
の
中
を
不
変
と
捉
え
、
価
値
が
変
化
し
な
い
お
金
を
子
孫
に
残
す
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
考
え
た
。

問
７　

本
文
中
に
、
芭
蕉
の
旅
そ
の
も
の
が
、
当
時
と
し
て
は
異
質
で
あ
っ
た
。
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま

で
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

ア　

芭
蕉
の
旅
は
、
名
声
や
収
入
を
得
る
目
的
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
上
に
、
か
つ
て
和
歌
に
詠
ま
れ
た
場
所
を
訪
れ
思
索
を
深
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
娯
楽
の
た
め

の
旅
を
基
本
と
す
る
江
戸
時
代
の
人
々
に
は
理
解
し
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。

イ　

芭
蕉
の
旅
は
、
現
実
的
な
側
面
が
全
く
な
く
、
自
分
だ
け
の
俳
句
の
世
界
を
作
り
出
す
た
め
に
思
索
に
ふ
け
る
と
い
う
哲
学
的
な
も
の
な
の
で
、
実
用
的
な
旅
が
ほ
と

ん
ど
で
あ
っ
た
江
戸
時
代
の
人
々
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

ウ　

芭
蕉
の
旅
は
、
名
声
や
金
銭
を
得
る
の
が
主
要
な
目
的
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
や
り
方
が
あ
ま
り
に
さ
り
げ
な
く
、
諜
報
活
動
と
疑
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
た
め
、
の
ん

び
り
旅
を
楽
し
ん
だ
江
戸
時
代
の
人
々
に
は
理
解
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

エ　

芭
蕉
の
旅
は
、
金
銭
を
得
る
た
め
と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
が
、
蕉
風
を
伝
え
俳
諧
師
と
し
て
の
名
声
を
得
る
こ
と
が
主
な
目
的
で
あ
り
、
そ
れ
に
向
か
う
真
剣
さ
は
、

旅
を
娯
楽
と
す
る
江
戸
時
代
の
人
々
に
は
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。

問
８　

本
文
中
に
、
芭
蕉
は
、
こ
の
複
雑
さ
を
受
け
入
れ
て
、
苦
し
み
な
が
ら
も
名
句
を
生
み
出
し
た
。
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の

を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

ア　

世
俗
の
生
活
を
詠
ん
だ
過
去
の
作
品
を
題
材
と
し
つ
つ
新
し
い
表
現
を
得
る
と
い
う
俳
句
の
複
雑
さ
を
受
け
入
れ
て
、
芭
蕉
は
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
優
れ
た
俳
句
を
生

み
出
し
た
と
い
う
こ
と
。

⑷⑸⑹
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イ　

世
俗
の
言
葉
で
詠
み
つ
つ
皮
肉
に
満
ち
た
態
度
を
示
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
俳
句
の
複
雑
さ
を
受
け
入
れ
て
、
芭
蕉
は
自
問
自
答
し
な
が
ら
俳
句
を
詠
ん
だ
と

い
う
こ
と
。

ウ　

世
俗
を
超
え
た
視
点
を
持
ち
つ
つ
世
俗
の
心
を
詠
む
も
の
で
あ
る
と
い
う
俳
句
の
複
雑
さ
を
受
け
入
れ
て
、
芭
蕉
は
悪
戦
苦
闘
し
な
が
ら
優
れ
た
俳
句
を
生
み
出
し
た

と
い
う
こ
と
。

エ　

世
俗
の
生
活
を
詠
む
も
の
で
あ
り
つ
つ
定
住
す
る
人
間
に
は
作
れ
な
い
と
い
う
俳
句
の
複
雑
さ
を
受
け
入
れ
て
、
芭
蕉
は
東
奔
西
走
し
な
が
ら
優
れ
た
俳
句
を
生
み
出

し
た
と
い
う
こ
と
。

2　

次
の
文
章
【 

Ⅰ 

】
は
、
人
工
知
能
︵
Ａ
Ｉ
︶
の
研
究
者
川か
わ

村む
ら

秀ひ
で

憲の
り

と
俳
人
大お
お

塚つ
か

凱が
い

の
対
談
で
、
文
章
【 

Ⅱ 

】
は
、
文
章
【 

Ⅰ 

】
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
髙
柳
克
弘
の
﹃
究
極

の
俳
句
﹄
の
本
文
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。

【 

Ⅰ 

】川
村　

実
際
に
人
間
が
恋
の
句
を
つ
く
る
と
き
は
、
キ
ー
ワ
ー
ド
だ
け
が
材
料
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
恋
に
ま
つ
わ
る
こ
と
ば
が
入
っ
て
い
な
く
て
も
、
二
人
の
関
係
性
が
伝
わ
る

句
、
恋
を
匂
わ
せ
る
句
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。

大
塚　

そ
う
で
す
ね
。
例
を
挙
げ
て
み
ま
す
。

　
　
　

寂
し
い
と
言
い
私
を
蔦つ
た

に
せ
よ　

神こ
う

野の

紗さ

希き

　
　
　

踊お
ど
り

子こ

の
妻
が
流
れ
て
行
き
に
け
り　

西に
し

村む
ら

麒き

麟り
ん

　

神
野
の
句
は
俳
句
界
で
は
か
な
り
人
口
に
膾か
い
し
ゃ炙
し
た
句
で
す
が
、
蔦
と
い
う
異
形
に
な
り
、
離
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
関
係
た
る
こ
と
を
念
じ
る
、
あ
る
い
は
情
念
に
近
い

祈
り
の
よ
う
な
主
体
の
趣
お
も
む
き

が
あ
り
ま
す
。

　

西
村
の
句
は
、
む
し
ろ
か
な
り
即
物
的
な
組
み
立
て
で
す
。
盆
踊
り
の
輪
に
混
じ
り
、
遠
ざ
か
っ
て
い
く
妻
の
姿
を
見
送
る
。
湿
気
を
帯
び
た
盆
の
夜
、
や
が
て
二
人
に
も
訪

れ
る
死
に
別
れ
の
イ
メ
ー
ジ
を
匂
わ
せ
な
が
ら
、
恋れ
ん

慕ぼ

の
句
と
し
て
も
解
釈
で
き
ま
す
。

川
村　

そ
の
句
が
、
恋
の
句
か
そ
う
で
な
い
か
。
現
状
の
Ａ
Ｉ
は
、
キ
ー
ワ
ー
ド
を
含
む
か
含
ま
な
い
か
で
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
一
方
、
人
間
は
、
恋
の
キ
ー
ワ
ー
ド

を
含
ま
ず
に
、
恋
を
詠
む
こ
と
が
で
き
、
読
者
も
、
そ
れ
が
恋
の
句
だ
と
わ
か
る
。

　

人
間
が
で
き
る
こ
と
な
ら
、
教
師
デ
ー
タ
を
つ
く
れ
る
は
ず
で
、
そ
れ
を
も
と
に
Ａ
Ｉ
に
デ
ィ
ー
プ
ラ
ー
ニ
ン
グ
︵
深
層
学
習
。
脳
を
模
し
た
ニ
ュ
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

︵
注
１
︶

︵
注
２
︶
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用
い
た
機
械
学
習
︶
を
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
Ａ
Ｉ
の
作
句
精
度
が
上
が
っ
て
い
く
か
と
い
う
と
、
た
ぶ
ん
上
が
ら
な
い
。
課
題
は
は
っ
き
り
し
て
い

る
し
、
教
師
デ
ー
タ
も
つ
く
れ
る
。
デ
ィ
ー
プ
ラ
ー
ニ
ン
グ
で
も
扱
え
る
。
け
れ
ど
も
、
や
っ
て
み
る
と
、
精
度
が
上
が
ら
な
い
。

　

こ
こ
が
人
間
と
Ａ
Ｉ
の
現
時
点
で
の
大
き
な
ち
が
い
で
す
。
人
間
は
、
俳
句
な
り
一
文
な
り
を
見
て
、
そ
れ
が
比
喩
的
で
、
抽
象
度
の
高
い
表
現
に
よ
っ
て
二
人
の
関
係
性
を

伝
え
て
い
る
と
理
解
で
き
ま
す
。
人
の
心
の
動
き
、
愛
と
か
恋
と
か
を
、
経
験
的
に
知
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
自
分
の
体
験
も
そ
う
だ
し
、
例
え
ば
、﹁
映
画
に
こ
の
句
と
よ
く

似
た
シ
ー
ン
が
あ
っ
た
﹂
な
ど
の
記
憶
も
そ
う
で
す
。
そ
れ
が
﹁
背
景
知
識
﹂
で
す
。

　

夏な
つ

目め

漱そ
う

石せ
き

が
﹁I love you

﹂
を
﹁
月
が
き
れ
い
で
す
ね
﹂
と
和
訳
し
た
と
い
う
逸
話
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
、
実
話
で
は
な
い
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く

と
し
て
、﹁
月
が
き
れ
い
で
す
ね
﹂
の
原
文
が
﹁I love you

﹂
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
の
は
、
Ａ
Ｉ
に
と
っ
て
き
わ
め
て
難
易
度
が
高
い
。﹁
月
が
き
れ
い
で
す
ね
﹂
を
告
白

と
受
け
取
る
の
は
、
人
間
に
は
で
き
て
も
Ａ
Ｉ
に
は
難
し
い
の
で
す
。

　

Ａ
Ｉ
が
、
こ
と
ば
そ
の
も
の
の
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
こ
と
ば
の
周
辺
に
あ
る
意
味
、
言
語
学
で
い
う
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
︵
言
外
の
意
味
︶
を
知
識
と
し
て
吸
収
し
、
理
解
す

る
と
い
う
課
題
は
、
ま
だ
手
つ
か
ず
で
す
。
こ
れ
だ
け
発
展
の
著
し
い
人
工
知
能
の
研
究
に
も
、
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
の
決
定
打
は
ま
だ
あ
り
ま
せ
ん
。

大
塚　

恋
や
愛
が
物
理
的
な
も
の
で
は
な
い
以
上
、
そ
の
俳
句
に
恋
情
が
含
ま
れ
る
の
か
含
ま
れ
な
い
の
か
と
い
う
判
断
基
準
は
、
時
代
に
よ
っ
て
変
わ
っ
た
り
も
し
ま
す
。
コ

モ
ン
セ
ン
ス
︵
常
識
・
良
識
︶
も
そ
う
で
す
。﹁
背
景
知
識
﹂
は
、
人
間
の
行
動
様
式
に
よ
っ
て
も
変
動
し
ま
す
。
行
動
様
式
は
時
代
と
と
も
に
変
わ
っ
て
い
く
の
で
、
当
然
の

こ
と
な
が
ら
、
恋
の
捉
え
方
も
時
代
に
よ
っ
て
ち
が
っ
て
き
ま
す
。

　

髙
柳
克
弘
の
﹃
究
極
の
俳
句
﹄︵
中
公
選
書
、
二
〇
二
一
年
︶
に
、

　
　

し
ら
梅
や
誰た
が

む
か
し
よ
り
垣
の
外　

与よ

謝さ

蕪ぶ

村そ
ん

と
い
う
句
の
解
釈
を
め
ぐ
る
話
が
出
て
き
ま
す
。

　

こ
の
句
、
意
味
と
し
て
は
、﹁
白
梅
が
咲
い
て
い
る
。
こ
の
木
は
い
つ
だ
れ
が
そ
の
垣
の
外
に
植
え
た
の
だ
ろ
う
﹂
と
い
う
こ
と
。
も
う
す
こ
し
い
え
ば
、
そ
こ
に
住
ん
で
い

た
人
、
過
去
に
そ
こ
に
生
活
し
て
い
た
人
の
痕
跡
を
見
つ
け
て
、
先
人
や
過
去
に
思
い
を
寄
せ
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
が
、
後
世
に
な
っ
て
、
萩は
ぎ
わ
ら原
朔さ
く

太た

郎ろ
う

が
そ
の
句
を
読
ん

で
、﹁
恋
の
句
﹂
と
解
釈
し
て
い
る
ん
で
す
。

　

萩
原
朔
太
郎
は
、︿
し
ら
梅
や
﹀
で
切
れ
る
と
解
釈
し
ま
し
た
。
白
梅
が
咲
い
て
い
る
。
こ
こ
で
文
脈
が
切
れ
る
。︿
誰
む
か
し
よ
り
垣
の
外
﹀
の
部
分
は
、
私
︵
作
者
︶
が

昔
、
つ
ま
り
少
年
期
・
青
年
期
に
、
だ
れ
か
が
そ
の
垣
根
越
し
に
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
、
今
も
そ
の
人
の
気
配
が
ず
っ
と
残
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
、
と
い
う
わ
け
で

す
。︿
垣
の
外
﹀
に
は
、
白
梅
で
は
な
く
人
が
い
る
と
読
ん
だ
。
こ
れ
だ
と
、
恋
慕
の
句
、
恋
情
の
句
、
恋
を
叙
情
的
に
詠
ん
だ
句
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

蕪
村
の
時
代
、
江
戸
時
代
中
期
を
考
え
れ
ば
、
あ
き
ら
か
に
誤
読
で
す
が
、
朔
太
郎
が
生
き
た
近
代
で
は
、
そ
う
い
う
読
み
も
あ
り
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
一
種
、
魅
力
的

︵
注
３
︶

⑴

︵
注
４
︶

︵
注
５
︶
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な
解
釈
で
は
あ
り
ま
す
。

　

同
じ
作
品
で
も
、
読
み
手
に
よ
っ
て
解
釈
の
幅
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
時
代
が
反
映
す
る
。
そ
の
時
代
そ
の
時
代
の
コ
モ
ン
セ
ン
ス
は
変
わ
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
か
ら
に

は
、
作
品
の
解
釈
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
あ
た
り
は
、
文
芸
、
よ
り
広
く
い
え
ば
、
こ
と
ば
に
特
有
の
問
題
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

川
村　

情
報
の
エ
ン
コ
ー
ド
︵
符
号
化
︶
と
デ
コ
ー
ド
︵
復
元
︶
と
い
う
問
題
に
関
わ
っ
て
き
ま
す
ね
。

　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
情
報
を
伝
え
る
と
き
、
ミ
ス
が
起
こ
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
エ
ン
コ
ー
ド
さ
れ
た
情
報
は
、
元
の
情
報
に
正
し
く
デ
コ
ー
ド
さ
れ
ま
す
。

①

、
Ｍ

Ｐ
３
と
い
う
フ
ァ
イ
ル
形
式
に
エ
ン
コ
ー
ド
さ
れ
た
音
楽
が
、
デ
コ
ー
ド
さ
れ
て
私
た
ち
の
耳
に
届
く
。
元
の
音
源
と
ち
が
う
も
の
に
な
っ
て
は
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

音
源
デ
ー
タ
の
Ｍ
Ｐ
３
や
画
像
デ
ー
タ
の
Ｊ
Ｐ
Ｅ
Ｇ
は
﹁
不
可
逆
圧
縮
﹂
と
い
っ
て
、
元
の
デ
ー
タ
と
そ
っ
く
り
同
じ
も
の
に
は
解
凍
で
き
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
に
し
て

も
、
お
お
む
ね
正
し
く
復
元
さ
れ
ま
す
。
人
間
が
耳
で
聴
い
た
り
目
で
見
た
り
す
る
ぶ
ん
に
は
、
元
の
音
源
な
ど
と
区
別
が
つ
き
ま
せ
ん
。

　

デ
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
同
じ
情
報
に
戻
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
。　
　
　
　

、
エ
ン
コ
ー
ド
か
ら
デ
コ
ー
ド
と
い
う
一
連
の
流
れ
に
齟そ

齬ご

が
な
い
こ
と
が
、
情
報
伝
達
の
条
件
で
す
。

大
塚　

と
す
る
と
朔
太
郎
の
読
み
は
、
デ
コ
ー
ド
時
に
齟
齬
が
発
生
し
た
よ
う
な
一
例
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
さ
ら
に
広
い
脈
絡
で
考
え
る
と
、
蕪
村
の
最
初
の
意
図
と
、
朔
太

郎
の
読
み
は
、
恋
慕
と
い
う
意
味
、
何
か
を
慕
わ
し
く
思
う
と
い
う
心
の
機
微
と
い
う
点
で
は
同
等
で
す
。
恋
慕
の
情
は
、
お
互
い
に
共
有
で
き
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。

　

西
欧
か
ら
﹁
愛
﹂
の
概
念
が
入
っ
て
く
る
以
前
の
蕪
村
と
、
そ
れ
以
後
の
朔
太
郎
で
、
意
図
と
読
み
が
く
い
ち
が
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
異
性
愛
に
限
定
せ
ず
、
人
を
し
の

ぶ
、
人
の
手
触
り
を
感
じ
る
、
人
の
息
づ
か
い
や
香
り
を
感
じ
る
と
い
う
点
で
は
情
報
を
共
有
で
き
て
い
ま
す
。

川
村　

俳
句
は
、
こ
と
ば
を
使
っ
て
何
か
を
表
現
し
ま
す
。
俳
句
や
こ
と
ば
は
﹁
ア
ナ
ロ
グ
﹂
的
と
思
わ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
け
っ
し
て
ア
ナ
ロ
グ
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
デ
ジ
タ
ル
な
情
報
で
す
。﹁
あ
﹂
と
﹁
い
﹂
の
あ
い
だ
は
連
続
で
な
く
不
連
続
。﹁
離
散
的
﹂
と
呼
ば
れ
る
情
報
で
す
。

　

俳
句
は
何
度
書
き
写
し
て
も
、
情
報
と
し
て
劣
化
し
ま
せ
ん
。
一
万
回
書
き
写
し
て
も
、
書
き
損
じ
が
な
け
れ
ば
同
じ
情
報
で
す
。
ア
ナ
ロ
グ
な
情
報
は
、
昔
の
レ
コ
ー
ド
や

録
音
テ
ー
プ
が
わ
か
り
や
す
い
例
で
す
。
テ
ー
プ
に
音
楽
を
コ
ピ
ー
す
る
た
び
に
劣
化
し
ま
す
。
元
の
情
報
を
そ
の
ま
ま
で
保
存
で
き
な
い
の
が
ア
ナ
ロ
グ
で
す
。

　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
扱
う
デ
ジ
タ
ル
情
報
は
、﹁
必
ず
元
に
戻
る
﹂
と
い
う
こ
と
が
、
情
報
を
正
し
く
伝
え
る
こ
と
の
担
保
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
俳
句
と
い
う
情
報
は
、

も
と
も
と
の
テ
ク
ス
ト
は
デ
ジ
タ
ル
で
劣
化
し
た
り
変
化
し
た
り
し
な
く
て
も
、
人
間
が
﹁
読
む
﹂
と
い
う
部
分
で
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
言
う
と
こ
ろ
の
デ
コ
ー
ド
と
は

ち
ょ
っ
と
ち
が
っ
た
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。 

︵
川
村
秀
憲
、
大
塚
凱
﹃
Ａ
Ｉ
研
究
者
と
俳
人　

人
は
な
ぜ
俳
句
を
詠
む
の
か
﹄dZERO

に
よ
る
︶

⑵

⑶

②

︵
注
6
︶

Ａ

⑷

⒜

⑸

⒝
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【 
Ⅱ 

】
俳
句
は
本
当
に
、
門
外
漢
に
は
理
解
さ
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

過
去
に
、
俳
句
を
知
ら
な
い
人
間
に
よ
る
俳
句
の
す
ぐ
れ
た
読
み
が
、
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
萩
原
朔
太
郎
の
﹃
郷
愁
の
詩
人　

与
謝
蕪
村
﹄
は
、
子
規
派
に

よ
っ
て
写
生
的
と
さ
れ
た
蕪
村
像
を
更
新
し
た
、
画
期
的
な
俳
論
だ
。
蕪
村
の
句
の
根
幹
に
﹁
郷
愁
﹂﹁
母
性
思
慕
﹂
を
読
み
取
り
、
そ
の
抒じ

ょ

情じ
ょ
う

性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

す
ぐ
れ
た
鑑
賞
と
し
て
評
価
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
は
い
く
つ
も
の
誤
読
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

　

し
ら
梅
や
誰た
が

む
か
し
よ
り
垣
の
外　

蕪
村
︵﹃
蕪
村
句
集
﹄︶

の
句
に
つ
い
て
、
朔
太
郎
は
、

昔
、
恋
多
き
少
年
の
日
に
、
白
梅
の
咲
く
垣
根
の
外
で
、
誰だ

れ
か
が
自
分
を
待
っ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
し
た
。
そ
し
て
今
で
も
な
お
、
そ
の
同
じ
垣
根
の
外
で
、
昔
な

が
ら
に
自
分
を
待
っ
て
い
る
恋
人
が
あ
り
、
誰
れ
か
が
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。 

︵﹃
郷
愁
の
詩
人　

与
謝
蕪
村
﹄
岩
波
文
庫
、
一
九
八
八
年
︶

と
解
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
句
は
﹁
こ
の
梅
の
木
は
い
っ
た
い
誰
が
、
い
つ
の
頃
に
植
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
﹂︵
栗く
り

山や
ま

理り

一い
ち

評
釈
﹃
与
謝
蕪
村
集　

小
林
一
茶
集
﹄
筑
摩
書
房
、
一
九
六
〇

年
︶
と
い
う
よ
う
に
解
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
蕪
村
の
意
図
も
こ
の
と
お
り
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
句
に
恋
の
主
題
を
認
め
た
の
は
、
朔
太
郎
の
誤
読
で
あ

る
と
い
え
る
。

③

、
こ
こ
に
恋
人
の
存
在
を
感
じ
取
る
の
は
、
け
っ
し
て
無
理
す
じ
で
は
な
い
。
専
門
家
の
解
釈
は
﹁
誰
む
か
し
よ
り
﹂
と
ぼ
か
し
た
こ
と
の
ム
ー
ド
を
評
価
す
る
が
、

朔
太
郎
の
解
釈
は
一
句
に
物
語
性
を
与
え
、
よ
り
親
し
み
や
す
い
句
に
な
っ
た
と
も
い
え
る
。
山や
ま

下し
た

一か
ず

海み

が
﹁
創
造
的
誤
解
﹂︵
岩
波
文
庫
、
巻
末
解
説
︶
と
い
う
言
葉
で
評
し

た
よ
う
に
、
朔
太
郎
の
解
釈
の
ほ
う
が
専
門
的
な
解
釈
よ
り
そ
の
句
を
豊
か
に
み
せ
て
い
る
、
と
も
い
え
る
の
だ
。
こ
れ
を
鑑
賞
の
側
か
ら
で
は
な
く
、
作
品
の
側
か
ら
い
え

ば
、﹁
創
造
的
誤
解
﹂
を
生
む
よ
う
な
多
義
性
を
持
っ
た
蕪
村
の
句
に
力
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。 

︵
髙
柳
克
弘
﹃
究
極
の
俳
句
﹄
中
央
公
論
社　

に
よ
る
︶

　
︵
注
１
︶
人
口
に
膾
炙
︵
す
る
︶
=
多
く
の
人
が
口
に
し
、
広
く
知
ら
れ
る
。　
︵
注
２
︶
教
師
デ
ー
タ
=
Ａ
Ｉ
に
学
習
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
デ
ー
タ
︵
情
報
︶。

　
︵
注
３
︶
背
景
知
識
=
あ
る
状
況
や
問
題
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
。　
︵
注
４
︶
与
謝
蕪
村
=
江
戸
時
代
の
俳
人
。

　
︵
注
５
︶
萩
原
朔
太
郎
=
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
活
躍
し
た
詩
人
。　
　
　
︵
注
６
︶
齟
齬
=
食
い
違
う
こ
と
。　
　
　
︵
注
７
︶
郷
愁
=
昔
の
こ
と
を
懐
か
し
む
気
持
ち
。

　
︵
注
８
︶
子
規
派
=
正
岡
子
規
を
中
心
と
す
る
俳
句
の
一
流
派
。

問
１　

空
欄　
　
　
　

、　　
　
　

、　　
　
　

に
入
る
語
と
し
て
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
選
べ
。
た
だ
し
、
同
じ
記
号
は
二
回
使
わ
な
い
。

︵
注
７
︶

︵
注
８
︶

ａ

ｂ

ｃ

ｄ①

②

③
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ア　

だ
が　
　

イ　

す
る
と　
　

ウ　

例
え
ば　
　

エ　

つ
ま
り

問
２　

本
文
中
の
、
機
微
、
担
保　

の
意
味
と
し
て
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

　
　

⒜　

ア　

内
部
で
ひ
そ
か
に
進
行
す
る
事
態
や
状
況
。　
　
　
　
　
　

イ　

表
面
か
ら
は
わ
か
り
に
く
い
趣
や
事
情
。

　
　
　
　

ウ　

状
況
に
応
じ
て
変
化
す
る
感
覚
や
感
受
性
。　
　
　
　
　
　

エ　

好
意
と
反
感
の
間
で
抱
く
葛
藤
や
苦
悩
。

　
　

⒝　

ア　

負
担
と
な
る
も
の　
　

イ　

保
存
す
る
も
の　
　

ウ　

保
証
と
な
る
も
の　
　

エ　

促
進
す
る
も
の

問
３　

本
文
中
に
、
夏
目
漱
石
が
﹁I love you

﹂
を
﹁
月
が
き
れ
い
で
す
ね
﹂
と
和
訳
し
た
と
い
う
逸
話
が
あ
り
ま
す
。
と
あ
る
が
、
語
り
手
は
こ
の
逸
話
を
紹
介
す
る
こ
と

で
ど
ん
な
こ
と
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

ア　

こ
と
ば
の
周
辺
に
あ
る
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
Ａ
Ｉ
に
は
も
ち
ろ
ん
普
通
の
人
に
と
っ
て
も
決
し
て
容
易
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。

イ　

比
喩
表
現
や
抽
象
的
な
言
語
表
現
で
表
さ
れ
た
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
は
、
人
間
に
は
可
能
だ
が
Ａ
Ｉ
に
は
極
め
て
困
難
だ
と
い
う
こ
と
。

ウ　

月
を
恋
人
に
見
立
て
る
な
ど
の
比
喩
を
一
つ
一
つ
教
え
れ
ば
、
こ
と
ば
の
周
辺
に
あ
る
意
味
を
Ａ
Ｉ
に
学
ば
せ
る
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
。

エ　

漱
石
の
逸
話
の
よ
う
な
例
を
背
景
知
識
と
し
て
知
ら
な
け
れ
ば
、
比
喩
表
現
や
抽
象
的
な
言
語
表
現
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
。

問
４　

本
文
中
の
、
情
報
の
エ
ン
コ
ー
ド
︵
符
号
化
︶
と
デ
コ
ー
ド
︵
復
元
︶
と
い
う
問
題
に
関
わ
っ
て
き
ま
す
ね
。
と
い
う
一
文
は
、
こ
の
対
話
の
中
で
ど
ん
な
働
き
を
し
て

い
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

ア　

相
手
の
意
見
に
同
意
し
な
が
ら
も
、
異
分
野
の
専
門
用
語
を
用
い
た
新
た
な
問
題
を
提
示
し
、
質
の
異
な
る
二
つ
の
議
論
を
並
行
し
て
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

イ　

そ
れ
ま
で
の
話
題
を
総
括
し
な
が
ら
も
、
新
た
な
学
術
用
語
を
用
い
て
話
題
を
転
換
し
、
そ
れ
ま
で
と
全
く
違
う
内
容
の
議
論
を
新
た
に
始
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

ウ　

斬
新
な
意
見
を
提
示
し
な
が
ら
も
、
そ
の
時
点
で
の
互
い
の
意
見
を
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
議
論
全
体
の
最
終
的
な
結
論
を
ま
と
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

エ　

前
の
話
題
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
も
、
異
分
野
の
専
門
用
語
を
用
い
る
こ
と
で
新
た
な
角
度
か
ら
そ
の
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
、
議
論
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

問
５　

本
文
中
の
、
音
源
デ
ー
タ
の
Ｍ
Ｐ
３
や
画
像
デ
ー
タ
の
Ｊ
Ｐ
Ｅ
Ｇ　

の
性
質
を
、
語
り
手
は
ど
う
と
ら
え
て
い
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア

か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

ア　

デ
ー
タ
を
圧
縮
し
た
側
と
解
凍
す
る
側
が
異
な
る
た
め
、
再
生
す
る
際
に
情
報
の
変
質
が
起
き
て
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
創
造
的
な
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
る
。

イ　

実
際
は
元
の
デ
ー
タ
と
異
な
る
も
の
が
再
生
さ
れ
て
い
る
が
、
お
お
む
ね
正
し
い
上
に
利
便
性
が
高
ま
る
の
で
、
む
し
ろ
よ
り
有
益
な
伝
達
形
式
だ
と
言
っ
て
よ
い
。

ウ　

元
の
デ
ー
タ
を
そ
の
ま
ま
完
全
に
再
生
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
個
々
人
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
受
け
取
る
情
報
の
精
度
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。

エ　

厳
密
に
は
元
の
デ
ー
タ
と
異
な
る
も
の
が
再
生
さ
れ
る
が
、
人
間
の
感
覚
で
は
そ
の
違
い
が
区
別
で
き
な
い
の
で
、
情
報
を
正
し
く
伝
え
る
形
式
と
見
な
し
て
よ
い
。

⒜

⒝

⑴⑵⑶
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問
６　

本
文
中
の
、
蕪
村
の
最
初
の
意
図
と
、
朔
太
郎
の
読
み　

の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

ア　

蕪
村
は
垣
根
の
外
の
白
梅
に
そ
れ
を
植
え
た
人
の
存
在
を
感
じ
、
朔
太
郎
は
白
梅
の
植
え
ら
れ
た
垣
根
の
外
に
詠
み
手
の
恋
人
が
い
る
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
両
者
と

も
に
人
の
存
在
と
懐
か
し
さ
を
感
じ
て
い
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。

イ　

蕪
村
は
垣
根
の
外
の
白
梅
に
そ
れ
を
植
え
た
誰
か
の
存
在
を
感
じ
た
が
、
朔
太
郎
は
垣
根
の
外
の
白
梅
を
少
年
時
代
・
青
年
時
代
の
思
い
出
を
た
ど
る
き
っ
か
け
と
見

て
お
り
、
両
者
に
と
っ
て
白
梅
の
持
つ
意
味
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

ウ　

蕪
村
は
垣
根
の
外
の
白
梅
に
親
し
か
っ
た
人
々
の
息
づ
か
い
を
感
じ
、
朔
太
郎
も
白
梅
に
詠
み
手
の
か
つ
て
の
恋
人
の
姿
を
見
て
お
り
、
両
者
と
も
に
故
郷
へ
の
郷
愁

と
懐
か
し
い
人
々
へ
の
思
い
を
抱
い
て
い
る
と
い
う
点
で
は
同
様
で
あ
る
。

エ　

蕪
村
は
垣
根
と
白
梅
か
ら
か
つ
て
そ
こ
に
い
た
人
々
に
思
い
を
巡
ら
せ
た
が
、
朔
太
郎
は
白
梅
を
少
年
期
か
ら
今
に
至
る
ま
で
の
詠
み
手
の
感
情
の
象
徴
と
考
え
て
お

り
、
他
者
へ
の
関
心
と
い
う
点
で
両
者
は
相
反
す
る
解
釈
を
し
て
い
る
。

問
７　

本
文
中
に
、
俳
句
や
こ
と
ば
は
﹁
ア
ナ
ロ
グ
﹂
的
と
思
わ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
け
っ
し
て
ア
ナ
ロ
グ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。

そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

ア　

俳
句
や
こ
と
ば
の
意
味
は
曖
昧
な
の
で
ア
ナ
ロ
グ
的
だ
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
細
部
に
違
い
は
あ
っ
て
も
基
本
情
報
が
誤
っ
て
伝
わ
る
こ
と
は
少
な
い
。

イ　

俳
句
や
こ
と
ば
に
よ
る
表
現
に
は
古
さ
が
伴
う
の
で
ア
ナ
ロ
グ
的
だ
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
現
代
社
会
で
も
有
益
な
表
現
形
式
と
な
る
可
能
性
は
高
い
。

ウ　

俳
句
や
こ
と
ば
は
解
釈
に
幅
が
あ
る
の
で
ア
ナ
ロ
グ
的
だ
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
そ
れ
は
解
釈
上
の
問
題
で
あ
っ
て
、
元
の
情
報
が
変
化
す
る
こ
と
は
な
い
。

エ　

俳
句
や
こ
と
ば
に
は
誤
解
が
生
じ
る
の
で
ア
ナ
ロ
グ
的
だ
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
そ
れ
は
互
い
の
知
識
が
異
な
る
た
め
で
、
対
話
す
る
上
で
は
支
障
が
な
い
。

問
８　

本
文
中
に
、
デ
コ
ー
ド
時
に
齟
齬
が
発
生
し
た
よ
う
な
一
例　

と
あ
る
が
、
こ
れ
を
文
章
【 

Ⅱ 

】
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
に
当
て
は
め
る
場
合
、﹁
デ
コ
ー
ド
時
に

齟
齬
が
発
生
し
た
よ
う
な
一
例
﹂
に
該
当
し
な
い
も
の
は
ど
れ
か
。
破
線
部
ａ
か
ら
ｄ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

ａ　

蕪
村
の
句
の
根
幹
に
﹁
郷
愁
﹂﹁
母
性
思
慕
﹂
を
読
み
取
り
、
そ
の
抒
情
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

ｂ　

こ
の
句
に
恋
の
主
題
を
認
め
た

ｃ　
﹁
誰
む
か
し
よ
り
﹂
と
ぼ
か
し
た
こ
と
の
ム
ー
ド
を
評
価
す
る

ｄ　

一
句
に
物
語
性
を
与
え
、
よ
り
親
し
み
や
す
い
句
に
な
っ
た

問
９　

文
章
【 

Ⅰ 

】
と
【 

Ⅱ 

】
は
、
と
も
に
蕪
村
の
﹁
し
ら
梅
や
﹂
の
句
に
対
す
る
萩
原
朔
太
郎
の
解
釈
は
﹁
誤
読
﹂
だ
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
に
判
断
す
る
根
拠

に
つ
い
て
は
、【 

Ⅰ 

】
と
【 

Ⅱ 

】
で
少
し
違
い
が
あ
る
。
そ
の
違
い
に
つ
い
て
述
べ
た
次
の
説
明
文
の　
　
　
　

に
当
て
は
ま
る
表
現
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
ア

⑷⑸Ａ
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か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

︿
説
明
文
﹀
文
章
【 

Ⅱ 

】（
髙
柳
克
弘
の
『
究
極
の
俳
句
』）
で
は
従
来
の
一
般
的
な
解
釈
を
も
と
に
朔
太
郎
の
解
釈
を
誤
読
と
し
て
い
る
が
、文
章
【 

Ⅰ 

】
の
対
談
で
は
、

こ
れ
に
加
え
て
、

こ
と
を
根
拠
と
し
て
誤
読
と
し
て
い
る
。

ア　

人
の
息
づ
か
い
や
香
り
を
感
じ
る
と
い
う
点
で
は
情
報
を
共
有
で
き
て
い
る　
　

イ　

西
欧
か
ら
﹁
愛
﹂
の
概
念
が
入
っ
て
く
る
以
前
に
詠
ま
れ
た
句
で
あ
る

ウ　

エ
ン
コ
ー
ド
か
ら
デ
コ
ー
ド
と
い
う
一
連
の
流
れ
に
齟
齬
が
な
い　
　
　
　
　
　

エ　

俳
句
は
一
万
回
書
き
写
し
て
も
、
書
き
損
じ
が
な
け
れ
ば
情
報
が
劣
化
し
な
い

３　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。

シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
と
し
て
二
歳
の
果か

穂ほ

を
育
て
て
い
る
「
わ
た
し
」
は
、
電
車
内
で
知
り
合
っ
た
宮み
や

下し
た

さ
ん
が
働
く
国
立
自
然
史
博
物
館
を
訪
れ
、
ク
ジ
ラ
の
研
究
者
網あ
み

野の

先

生
の
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
た
。
そ
の
際
、
生
物
画
を
描
く
仕
事
を
し
て
い
る
宮
下
さ
ん
に
頼
ま
れ
、
果
穂
と
と
も
に
「
人
間
の
親
子
」
の
絵
の
モ
デ
ル
を
引
き
受
け
た
。

後
日
、
宮
下
さ
ん
に
誘
わ
れ
て
「
わ
た
し
」
と
果
穂
は
砂
浜
に
埋
め
ら
れ
た
ク
ジ
ラ
の
骨
の
掘
り
出
し
作
業
を
見
学
に
来
て
い
る
。

宮
下
さ
ん
が
護
岸
の
斜
面
に
腰
を
下
ろ
し
た
。
リ
ュ
ッ
ク
か
ら
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
を
取
り
出
す
と
、
開
い
て
膝
に
の
せ
る
。
頭
の
骨
を
ス
ケ
ッ
チ
す
る
ら
し
い
。
わ
た
し
は
果

穂
と
一
緒
に
隣
り
に
座
っ
た
。

宮
下
さ
ん
は
し
ば
ら
く
骨
を
じ
っ
と
見
た
。
初
め
て
見
る
よ
う
な
真
剣
な
表
情
。
わ
た
し
た
ち
を
描
い
て
く
れ
た
と
き
と
は
違
う
。
こ
れ
も
生
物
画
の
一
種
だ
か
ら
だ
ろ
う
か
。

鉛
筆
を
軽
く
握
り
、
ひ
と
息
に
美
し
い
曲
線
を
引
く
。
た
ぶ
ん
、
上
顎
の
部
分
だ
。
一
瞬
の
リ
ズ
ム
で
描
く
と
言
っ
て
い
た
意
味
が
、
わ
か
っ
た
気
が
し
た
。

宮
下
さ
ん
が
、
視
線
を
骨
に
戻
す
。
一
本
線
を
足
す
。
そ
し
て
ま
た
、
骨
を
見
つ
め
る
。

単
に
そ
の
形
を
目
に
焼
き
付
け
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
と
思
っ
た
。
よ
り
リ
ア
ル
に
再
現
し
た
い
と
い
う
だ
け
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

宮
下
さ
ん
は
き
っ
と
、
骨
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
超
え
て
広
が
る
自
然
0

0

と 

対た
い
峙じ

し
て
い
る
。

一
つ
一
つ
の
曲
線
に
自
然
が
込
め
た
意
味
を
、
漏
ら
す
こ
と
な
く
写
し
取
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
進
化
に
よ
っ
て
そ
の
形
が
生
ま
れ
る
ま
で
の
悠
久
の
時
を
、
鉛
筆
の
先
で

刻
も
う
と
し
て
い
る
の
だ
。

わ
た
し
は
、
博
物
館
で
初
め
て
宮
下
さ
ん
の
絵
を
目
に
し
た
と
き
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
た
。
あ
の
ク
ジ
ラ
た
ち
を
見
て
、
こ
れ
こ
そ
博
物
館
に
ふ
さ
わ
し
い
絵
だ
と
感
じ

た
理
由
が
、
今
や
っ
と
わ
か
っ
た
。

作
業
の
人
た
ち
の
お
昼
休
憩
に
合
わ
せ
て
、
わ
た
し
た
ち
も
宮
下
さ
ん
と
一
緒
に
お
弁
当
を
食
べ
た
。 

︵
注
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掘
り
出
し
現
場
か
ら
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
と
こ
ろ
に
、
テ
ー
ブ
ル
と
ベ
ン
チ
が
置
か
れ
た
東あ
ず
ま

屋や

が
あ
っ
た
の
で
、
そ
こ
に
陣
取
っ
て
い
る
。
護
岸
の
上
で
見
晴
ら
し
が
い
い
。

小
さ
な
お
に
ぎ
り
を
二
つ
と
卵
焼
き
を
一
切
れ
食
べ
た
と
こ
ろ
で
、
果
穂
が
﹁
ね
ん
ね
す
る
。﹂
と
言
い
出
し
た
。
初
め
て
だ
ら
け
の
半
日
を
過
ご
し
、 

疲
れ
て
し
ま
っ
た
の

だ
ろ
う
。
ベ
ビ
ー
カ
ー
に
乗
せ
て
背
も
た
れ
を
倒
し
て
や
る
と
、
す
ぐ
に
眠
っ
て
し
ま
っ
た
。

食
事
を
終
え
、
隣
り
で
水
筒
の
お
茶
を
飲
ん
で
い
る
宮
下
さ
ん
に
、
訊た

ず

ね
て
み
る
。

﹁
宮
下
さ
ん
は
や
っ
ぱ
り
、
ク
ジ
ラ
を
何
度
も
ご
覧
に
な
っ
て
る
ん
で
す
か
。
生
き
て
泳
い
で
る
と
こ
ろ
を
。﹂

﹁
何
度
も
は
な
い
わ
よ
。
小
笠
原
で
マ
ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
を
一
回
、
沖
縄
で
ザ
ト
ウ
ク
ジ
ラ
を
一
回
、
か
な
。﹂

﹁
へ
え
、
ザ
ト
ウ
ク
ジ
ラ
も
。
じ
ゃ
あ
、
歌
も
聴
い
た
ん
で
す
か
。
潜
っ
た
り
し
て
。﹂

宮
下
さ
ん
は
、﹁
ま
さ
か
。﹂
と
笑
っ
て
か
ぶ
り
を
振
る
。

﹁
わ
た
し
、
カ
ナ
ヅ
チ
な
の
よ
。
ダ
イ
ビ
ン
グ
な
ん
て
、
と
て
も
と
て
も
。
あ
︱
︱
﹂
掘
り
出
し
現
場
の
ほ
う
に
あ
ご
を
突
き
出
し
た
。﹁
何
回
も
歌
を
聴
い
て
る
人
が
来
た
わ

よ
。﹂見

れ
ば
、
缶
コ
ー
ヒ
ー
を
手
に
し
た
網
野
先
生
だ
。
東
屋
ま
で
来
る
と
ま
ず
ベ
ビ
ー
カ
ー
を
の
ぞ
き
、﹁
か
わ
い
い
モ
デ
ル
さ
ん
は
お
昼
寝
か
。﹂
と
言
い
な
が
ら
、
宮
下
さ
ん

の
横
に
座
っ
た
。

﹁
何
？　

私
の
話
？
﹂
先
生
が
訊き

く
。

﹁
ザ
ト
ウ
ク
ジ
ラ
の
歌
の
話
で
す
よ
。
先
生
は
直じ
か

に
何
回
も
聴
い
て
る
っ
て
。
ダ
イ
ビ
ン
グ
を
し
て
調
査
も
な
さ
る
か
ら
。﹂

﹁
録
音
さ
れ
た
も
の
は
イ
ベ
ン
ト
で
聴
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
け
ど
︱
︱
﹂
わ
た
し
が
付
け
加
え
る
。﹁
実
際
は
ど
ん
な
ふ
う
に
聞
こ
え
る
の
か
な
と
思
っ
て
。﹂

﹁
聞
こ
え
る
と
い
う
か
ね
。﹂
先
生
は
ひ
げ
を
撫な

で
た
。﹁
音
に
包
ま
れ
る
っ
て
い
う
の
か
な
。
間
近
で
潜
っ
て
る
と
、
全
身
に
響
い
て
く
る
ん
で
す
よ
。﹂

そ
れ
か
ら
先
生
は
、
自
身
の
経
験
談
を
い
く
つ
か
披
露
し
て
く
れ
た
。
ど
れ
も
わ
た
し
の
息
苦
し
い
日
常
と
は
か
け
離
れ
た
、
別
世
界
の
よ
う
な
遠
い
海
で
の
話
だ
っ
た
。
そ

の
最
後
に
、
わ
た
し
は
訊
い
た
。

﹁
ク
ジ
ラ
の
歌
を
何
度
も
聴
い
て
い
る
う
ち
に
、
彼
ら
が
ど
ん
な
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
の
か
、
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
り
は
し
な
い
ん
で
し
ょ
う
か
。﹂

﹁
な
れ
た
ら
い
い
で
す
ね
え
。
私
は
ま
だ
修
行
が
足
り
ん
よ
う
で
す
が
。﹂
眉
尻
を
下
げ
た
先
生
が
、﹁
そ
う
い
え
ば
。﹂
と
こ
ち
ら
に
顔
を
向
け
る
。

﹁
こ
な
い
だ
の
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
で
、
私
、
ク
イ
ズ
を
出
し
た
で
し
ょ
。
ザ
ト
ウ
ク
ジ
ラ
の
声
は
ど
の
ぐ
ら
い
先
ま
で
届
く
か
、
と
。
あ
の
と
き
、﹃
宇
宙
ま
で
！
﹄
と
答
え
た

男
の
子
が
い
た
の
、
覚
え
て
ま
す
？
﹂

﹁
あ
あ
、
い
ま
し
た
ね
。﹂

︵
注
２
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﹁
実
は
あ
れ
、
い
い
と
こ
突
い
て
る
ん
で
す
よ
。
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ａ
が
一
九
七
〇
年
代
に
打
ち
上
げ
た
惑
星
探
査
機
に
、﹃
ボ
イ
ジ
ャ
ー
﹄
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
ね
。
ミ
ッ
シ
ョ
ン

は
も
う
と
っ
く
に
終
え
て
、
太
陽
系
の
外
に
出
て
行
き
ま
し
た
。
こ
の
先
は
ず
っ
と
、
あ
て
も
な
く
宇
宙
を
さ
ま
よ
う
わ
け
な
ん
で
す
が
。﹂

﹁
は
あ
。﹂
意
識
を
宇
宙
に
飛
ば
す
の
が
得
意
な
わ
た
し
に
も
、
か
な
り
急
な
話
の
展
開
だ
っ
た
。

﹁
ボ
イ
ジ
ャ
ー
は
、﹃
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
レ
コ
ー
ド
﹄
っ
て
の
を
積
ん
で
る
こ
と
で
も
有
名
で
し
て
ね
。
世
界
中
の
言
葉
や
音
楽
、
自
然
の
音
な
ん
か
が
録
音
さ
れ
た
レ
コ
ー
ド
な

ん
で
す
が
、
そ
の
中
に
、
ザ
ト
ウ
ク
ジ
ラ
の
歌
も
入
っ
て
る
ん
で
す
よ
。﹂

﹁
へ
え
、
そ
れ
は
わ
た
し
も
初
耳
。﹂
宮
下
さ
ん
が
目
を
瞬ま

た
た

か
せ
る
。

﹁
で
も
、
な
ん
で
そ
ん
な
も
の
を
探
査
機
に
︱
︱
﹂
わ
た
し
は
、
ま
さ
か
と
思
い
な
が
ら
言
っ
た
。

﹁
も
ち
ろ
ん
、
ボ
イ
ジ
ャ
ー
が
い
つ
か
異
星
人
と
遭
遇
し
た
と
き
の
た
め
で
す
。
レ
コ
ー
ド
を
聴
い
て
も
ら
っ
て
、
地
球
は
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
す
よ
、
と
ね
。﹂

﹁
や
っ
ぱ
り
、
ほ
ん
と
に
そ
う
な
ん
で
す
ね
。﹂
頭
が
い
い
の
か
無
邪
気
な
だ
け
か
、
研
究
者
と
い
う
人
種
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

﹁
で
す
か
ら
ね
。﹂
先
生
は
に
や
り
と
し
た
。﹁
そ
の
異
星
人
が
我
々
よ
り
高
度
な
文
明
を
持
っ
て
い
た
り
、
我
々
と
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
知
性
や
思
考
パ
タ
ー
ン
を
持
っ
て
い
た

り
す
れ
ば
、
ク
ジ
ラ
の
歌
も
読
み
解
い
て
く
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
よ
。﹂

﹁
夢
の
あ
る
話
、
と
い
う
か
、
夢
み
た
い
な
話
ね
え
。﹂
宮
下
さ
ん
が
言
う
。

笑
っ
て
缶
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
干
し
た
先
生
に
、
わ
た
し
は
訊
い
た
。

﹁
わ
た
し
、
あ
れ
か
ら
よ
く
考
え
る
ん
で
す
。
ク
ジ
ラ
や
イ
ル
カ
の
知
性
と
か
、
頭
の
中
に
つ
い
て
。
先
生
は
本
当
の
と
こ
ろ
、
ど
う
思
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
か
。﹂

﹁
そ
う
で
す
ね
え
。﹂
先
生
は
腕
組
み
を
し
た
。﹁
こ
な
い
だ
お
話
し
し
た
よ
う
に
、
わ
か
ら
な
い
、
わ
か
り
よ
う
が
な
い
、
と
い
う
の
が
研
究
者
と
し
て
の
答
え
で
す
。
で
す

が
、
た
だ
の
ク
ジ
ラ
好
き
の
オ
ヤ
ジ
と
し
て
な
ら
、
な
る
ほ
ど
な
と
思
う
考
え
方
は
あ
り
ま
す
。
ク
ジ
ラ
や
イ
ル
カ
を
長
年
追
い
続
け
た
、
あ
る
動
物
写
真
家
が
言
っ
て
る
こ
と

な
ん
で
す
が
ね
。﹂

先
生
は
、
正
面
に
広
が
る
海
に
視
線
を
向
け
、
続
け
る
。

﹁
こ
の
地
球
で
進
化
し
て
き
た
悟ご

性せ
い

や
意
識
に
は
、
二
つ
の
高
い
山
が
あ
る
。"
ヒ
ト
山
"
と
"
ク
ジ
ラ
山
"
で
す
。
ヒ
ト
山
っ
て
の
は
も
ち
ろ
ん
、
人
間
を
頂
点
と
す
る
陸
の

世
界
の
山
。
ク
ジ
ラ
山
は
、
ク
ジ
ラ
や
イ
ル
カ
が
形
作
る
、
海
の
世
界
の
山
で
す
。
ど
ん
な
山
か
、
そ
の
高
さ
さ
え
わ
か
り
ま
せ
ん
。
で
も
た
ぶ
ん
、 

そ
の
頂
上
に
は
、
ヒ
ト
山

と
は
ま
っ
た
く
違
う
景
色
が
広
が
っ
て
い
る
。﹂

﹁
ま
っ
た
く
違
う
、
景
色
︱
︱
﹂
わ
た
し
も
海
を
見
つ
め
て
つ
ぶ
や
い
た
。

﹁
人
間
は
、
五
感
を
駆
使
し
て
イ
ン
プ
ッ
ト
し
た
情
報
を
発
達
し
た
脳
で
統
合
し
て
、
即
座
に
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
す
る
。
言
葉
や
文
字
、
道
具
、
技
術
を
使
っ
て
、
外
の
世
界
に
働

⑵
⑶
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き
か
け
る
。
ヒ
ト
が
発
達
さ
せ
て
き
た
の
は
、
言
わ
ば
、
外
向
き

0

0

0

の
知
性
で
す
。

　

一
方
、
光
に
乏
し
い
海
で
生
き
る
ク
ジ
ラ
た
ち
は
、
お
も
に
音0

で
世
界
を
構
築
し
、
理
解
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
文
字
や
技
術
を
持
た
な
い
の
で
、
外
に
向
か
っ
て
何
か

を
生
み
出
す
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
っ
た
ら
彼
ら
は
そ
の
立
派
な
脳
を
、
膨
大
な
数
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
を
、
い
っ
た
い
何
に
使
っ
て
い
る
の
か
。
も
し
か
し
た
ら
彼
ら

は
、
我
々
と
は
違
っ
て
、
も
っ
と
内
向
き

0

0

0

の
知
性
や
精
神
世
界
を
発
達
さ
せ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︱
︱
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
私
な
り
の
言
葉
で
言
う
と
、
ク
ジ
ラ
た
ち

は
、
我
々
人
間
よ
り
も
ず
っ
と
長
く
、
深
く
、
考
え
ご
と

0

0

0

0

を
し
て
い
る
。﹂

ク
ジ
ラ
の
、
考
え
ご
と
︱
︱
。

わ
た
し
の
意
識
は
、
海
へ
と
潜
っ
て
い
っ
た
。
暗
く
、
冷
た
く
、
静
か
な
深
い
海
に
。

だ
が
も
う
わ
た
し
は
、
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
で
は
な
い
。
こ
の
身
長
一
五
六
セ
ン
チ
の
体
の
ま
ま
、
そ
の
十
倍
は
あ
る
ザ
ト
ウ
ク
ジ
ラ
と
並
ん
で
潜
っ
て
い
る
。

そ
の
姿
を
見
て
す
ぐ
に
わ
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
さ
っ
き
骨
と
し
て
掘
り
出
さ
れ
た
あ
の
ク
ジ
ラ
だ
。
わ
た
し
と
一
緒
に
海
に
還か
え

っ
て
、
ま
た
泳
ぎ
出
し
た
の
だ
。

突
然
、
全
身
が
震
え
た
。
低
く
太
い
音
が
体
の
奥
ま
で
し
み
込
ん
で
く
る
。
横
で
ク
ジ
ラ
が
歌
い
始
め
た
の
だ
。
わ
た
し
も
そ
れ
を
真
似
て
み
る
が
、
何
を
歌
っ
て
い
る
の
か

は
ま
る
で
わ
か
ら
な
い
。

ク
ジ
ラ
の
頭
の
と
こ
ろ
ま
で
泳
ぎ
、
そ
の
目
を
の
ぞ
き
込
ん
で
み
る
。

感
情
の
読
め
な
い
澄
ん
だ
瞳
は
、
わ
た
し
の
こ
と
な
ど
視
界
に
入
っ
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
、
微
動
だ
に
し
な
い
。
確
か
に
、
考
え
ご
と
に
集
中
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

ど
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
か
想
像
し
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
何
も
浮
か
ば
な
い
。
人
の
頭
の
中
を
い
つ
も
妄
想
し
て
い
る
わ
た
し
な
の
に
、
ま
る
で
見
当
が
つ
か
な
い
。

息
が
苦
し
く
な
っ
て
き
た
。
ク
ジ
ラ
か
ら
離
れ
、
海
面
に
上
が
っ
て
い
く
。
光
が
見
え
、
空
が
見
え
た
。

胸
い
っ
ぱ
い
空
気
を
吸
い
込
み
な
が
ら
、
あ
あ
、
と
思
う
。

わ
た
し
は
、
わ
た
し
た
ち
は
、
何
も
知
ら
な
い
。

ク
ジ
ラ
は
、
わ
た
し
た
ち
に
は
思
い
も
よ
ら
な
い
よ
う
な
こ
と
を
、
海
の
中
で
一
人
静
か
に
考
え
続
け
て
い
る
の
だ
。

そ
し
て
、
も
し
か
し
た
ら
、
す
で
に
そ
の
片へ
ん

鱗り
ん

を
知
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

生
命
に
つ
い
て
。
神
に
つ
い
て
。
宇
宙
に
つ
い
て
。

わ
た
し
は
、
何
だ
か
と
て
も
う
れ
し
く
な
っ
た
︱
︱
。

﹁
さ
て
、
私
は
そ
ろ
そ
ろ
。﹂

網
野
先
生
の
声
で
、
我
に
返
っ
た
。

︵
注
４
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現
場
に
戻
る
先
生
を
、
宮
下
さ
ん
と
見
送
っ
た
。
作
業
は
あ
と
二
、
三
時
間
で
終
わ
る
そ
う
だ
。

果
穂
は
ま
だ
眠
っ
て
い
た
。
風
が
強
く
な
っ
て
き
た
の
で
、
薄
手
の
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
を
掛
け
て
や
る
。

﹁
こ
の
子
、
さ
っ
き
言
っ
て
ま
し
た
。﹂
わ
た
し
は
宮
下
さ
ん
に
言
っ
た
。﹁
い
つ
か
、
生
き
て
る
ク
ジ
ラ
に
会
い
に
行
き
た
い
っ
て
。
一
緒
に
泳
ぐ
そ
う
で
す
。﹂

﹁
そ
う
。﹂
宮
下
さ
ん
は
優
し
く
微ほ

ほ

笑え

む
。﹁
そ
ん
な
こ
と
、
き
っ
と
簡
単
に
叶
え
ち
ゃ
う
わ
よ
。
わ
た
し
も
お
付
き
合
い
し
た
い
わ
。
水
泳
教
室
に
通
お
う
か
し
ら
。﹂

﹁
じ
ゃ
あ
、
わ
た
し
も
。﹂
頰
が
緩
ん
だ
。﹁
実
は
わ
た
し
も
、
泳
げ
な
い
ん
で
す
。﹂

手
を
の
ば
し
、
風
で
乱
れ
た
果
穂
の
前
髪
を
分
け
て
や
る
。

こ
の
子
に
は
、
世
界
を
あ
り
の
ま
ま
に
見
つ
め
る
人
間
に
育
っ
て
ほ
し
い
。
わ
た
し
の
よ
う
に
、
虚む
な

し
い
空
想
に
逃
げ
た
り
せ
ず
に
。

そ
う
し
た
ら
き
っ
と
、
宮
下
さ
ん
の
よ
う
に
、
何
か
を
見
つ
け
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
い
つ
か
、
必
ず
何
か
が
実
る
だ
ろ
う
。

わ
た
し
は
︱
︱
。

顔
を
上
げ
て
海
に
向
け
、
ぼ
や
け
た
水
平
線
の
ま
だ
先
を
望
む
。
何
が
見
え
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
還
る
海
を
さ
が
す
こ
と
は
、
も
う
な
い
だ
ろ
う
。

い
つ
の
間
に
か
、
波
の
音
が
こ
こ
ま
で
響
い
て
く
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

心
地
よ
く
繰
り
返
さ
れ
る
そ
の
音
の
向
こ
う
に
、
ザ
ト
ウ
ク
ジ
ラ
の
歌
声
を
さ
が
し
た
。

︵
伊い

与よ

原は
ら

新し
ん

﹁
海
へ
還
る
日
﹂
新
潮
社　

に
よ
る
︶

　
︵
注
１
︶
対
峙
=
向
き
合
っ
て
立
つ
こ
と
。　
　
　
　
　
　
︵
注
２
︶
東
屋
=
庭
園
や
公
園
内
に
休
憩
、
眺
望
の
た
め
に
設
け
ら
れ
る
小
さ
な
建
物
。

　
︵
注
３
︶
悟
性
=
物
事
を
判
断
・
理
解
す
る
思
考
力
。　
　
︵
注
４
︶
ニ
ュ
ー
ロ
ン
=
神
経
細
胞
。

問
１　

本
文
中
の
、
か
ぶ
り
を
振
る
、
我
に
返
っ
た　

に
つ
い
て
、
こ
こ
で
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

　
　

⒜　

ア　

両
肩
を
上
下
に
振
っ
て
お
ど
け
て
み
せ
る　
　
　

イ　

頭
を
左
右
に
振
っ
て
否
定
す
る

　
　
　
　

ウ　

手
を
左
右
に
振
っ
て
慌
て
た
そ
ぶ
り
を
す
る　
　

エ　

帽
子
を
上
下
に
振
っ
て
合
図
す
る

　
　

⒝　

ア　

普
段
の
意
識
に
戻
っ
た　
　

イ　

初
心
を
思
い
出
し
た　
　

ウ　

息
を
吹
き
返
し
た　
　

エ　

自
我
に
目
覚
め
た

⑸

⑹

⒜

⒝
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問
２　

本
文
中
に
、
こ
れ
こ
そ
博
物
館
に
ふ
さ
わ
し
い
絵
だ
と
感
じ
た
理
由　

と
あ
る
が
、
宮
下
さ
ん
の
絵
を
博
物
館
に
ふ
さ
わ
し
い
と
感
じ
た
理
由
と
は
ど
ん
な
こ
と
か
。
そ

の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

　
　

ア　

対
象
を
じ
っ
く
り
と
観
察
し
、
細
か
な
部
分
も
見
逃
さ
な
い
で
正
確
に
写
し
取
ろ
う
と
す
る
宮
下
さ
ん
の
真
剣
な
態
度
か
ら
、
博
物
館
で
展
示
さ
れ
る
生
物
の
絵
を
描

く
専
門
家
と
し
て
の
プ
ラ
イ
ド
を
強
く
感
じ
ら
れ
た
こ
と
。

　
　

イ　

と
て
も
難
し
い
ク
ジ
ラ
の
骨
の
絵
を
淡
々
と
描
く
宮
下
さ
ん
の
仕
事
ぶ
り
を
見
て
、
発
掘
の
現
場
を
リ
ア
ル
に
再
現
し
て
い
る
博
物
館
の
絵
に
、
世
界
中
の
注
目
を
集

め
る
ほ
ど
、
学
術
的
な
価
値
が
あ
る
と
確
信
で
き
た
こ
と
。

　
　

ウ　

一
瞬
の
リ
ズ
ム
で
美
し
い
曲
線
を
引
く
宮
下
さ
ん
の
ス
ケ
ッ
チ
に
は
圧
倒
的
な
技
術
の
高
さ
が
表
れ
て
い
て
、
博
物
館
に
展
示
さ
れ
て
い
た
絵
に
も
、
多
く
の
人
の
鑑

賞
に
た
え
う
る
芸
術
性
が
は
っ
き
り
と
見
て
取
れ
た
こ
と
。

　
　

エ　

単
に
生
物
の
形
を
正
確
に
写
し
取
る
だ
け
で
は
な
く
、
生
物
が
自
然
の
中
で
そ
の
形
態
に
た
ど
り
着
く
ま
で
の
時
間
さ
え
も
、
宮
下
さ
ん
は
そ
の
絵
で
表
現
し
よ
う
と

し
て
お
り
、
そ
れ
が
博
物
館
の
絵
に
も
表
れ
て
い
た
こ
と
。

問
３　

本
文
中
に
、
夢
の
あ
る
話
、
と
い
う
か
、
夢
み
た
い
な
話
ね
え
。
と
あ
る
が
、
宮
下
さ
ん
が
こ
う
言
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

　
　

ア　

と
て
も
実
現
す
る
は
ず
の
な
い
下
ら
な
い
話
で
は
あ
る
も
の
の
、
想
像
だ
け
な
ら
楽
し
い
だ
ろ
う
と
感
じ
た
か
ら
。

　
　

イ　

よ
く
知
ら
れ
た
有
名
な
話
で
は
あ
る
も
の
の
、
現
実
に
あ
る
と
は
信
じ
難
い
内
容
に
行
き
着
い
て
し
ま
っ
た
か
ら
。

　
　

ウ　

現
実
に
あ
っ
た
ら
面
白
い
話
で
は
あ
る
も
の
の
、
実
現
す
る
可
能
性
は
そ
れ
ほ
ど
な
さ
そ
う
に
思
わ
れ
た
か
ら
。

　
　

エ　

子
ど
も
の
視
点
で
は
希
望
に
あ
ふ
れ
た
話
で
は
あ
る
も
の
の
、
大
人
の
立
場
で
は
興
味
を
持
て
な
い
話
だ
か
ら
。

問
４　

本
文
中
に
、
た
だ
の
ク
ジ
ラ
好
き
の
オ
ヤ
ジ
と
し
て
な
ら　

と
あ
る
が
、
網
野
先
生
が
こ
の
よ
う
に
こ
と
わ
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の

を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

　
　

ア　

自
分
は
ま
だ
研
究
者
と
し
て
勉
強
が
足
り
て
お
ら
ず
、
ク
ジ
ラ
の
考
え
て
い
る
こ
と
を
十
分
に
研
究
し
理
解
で
き
て
い
る
と
い
う
自
信
が
な
い
か
ら
。

　
　

イ　

ク
ジ
ラ
や
イ
ル
カ
の
知
性
に
つ
い
て
は
十
分
に
解
明
で
き
て
い
な
い
た
め
、
研
究
者
と
し
て
は
明
言
で
き
ず
、
想
像
力
を
働
か
せ
る
し
か
な
い
か
ら
。

　
　

ウ　

ク
ジ
ラ
の
知
性
に
関
す
る
科
学
的
な
デ
ー
タ
は
得
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
発
掘
調
査
の
仕
事
が
忙
し
く
、
ま
だ
十
分
に
研
究
を
進
め
て
い
な
い
か
ら
。

　
　

エ　

研
究
者
の
キ
ャ
リ
ア
よ
り
ク
ジ
ラ
愛
好
家
と
し
て
過
ご
し
た
時
間
の
方
が
長
く
、
そ
の
立
場
か
ら
な
ら
自
信
を
持
っ
て
説
明
で
き
る
と
感
じ
た
か
ら
。

問
５　

本
文
中
に
、
わ
た
し
は
、
何
だ
か
と
て
も
う
れ
し
く
な
っ
た　

と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら

⑴⑵⑶⑷
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一
つ
選
べ
。

　
　

ア　

ヒ
ト
が
発
達
さ
せ
て
き
た
外
向
き
の
知
性
で
は
思
い
も
よ
ら
な
い
こ
と
を
、
ク
ジ
ラ
が
内
向
き
の
知
性
で
考
え
続
け
て
く
れ
て
い
る
、
と
感
じ
ら
れ
た
か
ら
。

　
　

イ　

ク
ジ
ラ
と
と
も
に
海
へ
潜
る
想
像
を
す
る
こ
と
で
、
ヒ
ト
と
は
ま
っ
た
く
違
う
ク
ジ
ラ
の
思
考
に
触
れ
、
そ
の
印
象
を
深
く
心
に
刻
む
こ
と
が
で
き
た
か
ら
。

　
　

ウ　

海
で
泳
ぐ
ク
ジ
ラ
た
ち
の
音
の
世
界
に
包
ま
れ
る
こ
と
で
、
謎
だ
っ
た
歌
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
全
身
が
震
え
る
ほ
ど
の
感
動
を
覚
え
た
か
ら
。

　
　

エ　

 
妄
想
の
世
界
と
は
い
え
、
自
分
の
息
が
続
く
か
ぎ
り
静
か
な
深
い
海
の
な
か
を
ク
ジ
ラ
と
自
由
に
泳
ぎ
ま
わ
っ
て
、
こ
の
上
な
い
満
足
感
を
得
ら
れ
た
か
ら
。

問
６　

本
文
中
に
、
こ
の
子
に
は
、
世
界
を
あ
り
の
ま
ま
に
見
つ
め
る
人
間
に
育
っ
て
ほ
し
い
。
と
あ
る
が
、﹁
わ
た
し
﹂
は
娘
の
将
来
に
ど
ん
な
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
か
。

そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

　
　

ア　

世
間
か
ら
の
様
々
な
評
価
に
と
ら
わ
れ
ず
、
信
念
を
も
っ
て
自
分
の
道
を
進
ん
で
い
く
こ
と
。

　
　

イ　

自
分
の
好
き
な
こ
と
に
打
ち
込
み
、
綿
密
な
調
査
を
重
ね
て
自
然
の
真
理
を
発
見
す
る
こ
と
。

　
　

ウ　

自
分
の
目
に
映
っ
た
世
界
の
姿
を
、
作
品
と
し
て
正
確
に
写
し
取
る
芸
術
家
に
な
る
こ
と
。

　
　

エ　

 

目
の
前
の
世
界
で
自
分
に
で
き
る
こ
と
に
め
ぐ
り
あ
い
、
そ
れ
を
生
か
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
。

問
７　

本
文
中
の
、
還
る
海
を
さ
が
す
こ
と
は
、
も
う
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
か
、
生
徒
た
ち
が
話
し
合
っ
て
い
る
。

会
話
文
の

Ⅰ

に
当
て
は
ま
る
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

生
徒
１　
﹁
わ
た
し
﹂
は
、
空
想
の
世
界
に
入
り
込
む
こ
と
が
多
い
み
た
い
だ
ね
。
網
野
先
生
の
話
を
聞
き
な
が
ら
﹁
わ
た
し
の
意
識
は
、
海
へ
と
潜
っ
て
い
っ
た
。﹂
と
あ
る

か
ら
、
こ
こ
は
海
へ
潜
る
空
想
を
し
て
い
る
ん
だ
ね
。

生
徒
２　

す
ぐ
後
で
﹁
だ
が
も
う
わ
た
し
は
、
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
で
は
な
い
。﹂
と
も
言
っ
て
い
る
け
ど
、
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

生
徒
３　

こ
の
本
文
よ
り
前
の
部
分
に
、
こ
ん
な
記
述
が
あ
っ
た
よ
。

プ
ラ
ン
ク
ト
ン
も
い
い
な
、
と
ふ
と
思
っ
た
。

わ
た
し
が
海
に
還
る
と
す
れ
ば
、
の
話
だ
。

深
海
魚
、
あ
る
い
は
貝
も
い
い
と
思
っ
て
い
た
が
、
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
が
一
番
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

プ
ラ
ン
ク
ト
ン
に
生
ま
れ
て
、
海
中
を
漂
う
。
自
分
の
意
思
や
力
で
泳
い
だ
り
し
な
く
て
い
い
。
た
だ
潮
の
流
れ
に
任
せ
る
だ
け
。
喜
び
も
な
い
け
れ
ど
、
苦

痛
も
な
い
。
生
き
て
い
る
と
実
感
す
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
今
も
同
じ
だ
。

そ
の
う
ち
に
、
巨
大
な
影
が
近
づ
い
て
く
る
。
シ
ロ
ナ
ガ
ス
ク
ジ
ラ
だ
。
あ
っ
と
い
う
間
に
飲
み
込
ま
れ
る
。

⑸⑹
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束つ
か

の
間
の
静
寂
。
気
づ
け
ば
ま
た
、
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
と
し
て
生
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ク
ジ
ラ
の
餌
に
な
る
。
永
遠
に
そ
の
繰
り
返
し
。
最
高
だ
。

本
文
に
は
﹁
わ
た
し
の
息
苦
し
い
日
常
﹂
と
あ
る
し
、
こ
の
文
章
に
は
﹁
自
分
の
意
思
や
力
で
泳
い
だ
り
し
な
く
て
い
い
。﹂﹁
ク
ジ
ラ
の
餌
に
な
る
。
永
遠
に
そ
の

繰
り
返
し
。
最
高
だ
。﹂
と
も
あ
る
か
ら
、
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
に
な
っ
て
﹁
海
に
還
る
﹂
と
い
う
の
は
、
日
常
か
ら
の
現
実
逃
避
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

生
徒
２　

じ
ゃ
あ
、﹁
だ
が
も
う
わ
た
し
は
、
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
で
は
な
い
。﹂
っ
て
い
う
の
は
、﹁
わ
た
し
﹂
の
心
境
に
何
か
変
化
が
あ
っ
た
っ
て
こ
と
だ
ね
。

生
徒
１　

網
野
先
生
か
ら
ク
ジ
ラ
の
歌
や
、
人
間
に
は
想
像
で
き
な
い
よ
う
な
ク
ジ
ラ
の
知
性
や
精
神
の
話
を
聞
い
た
後
で
は
、
空
想
の
﹁
わ
た
し
﹂
は
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
じ
ゃ

な
く
、
自
分
の
姿
で
ク
ジ
ラ
と
泳
い
で
い
る
よ
。

生
徒
３　

ク
ジ
ラ
が
暗
く
、
冷
た
い
海
で
一
人
静
か
に
深
く
考
え
ご
と

0

0

0

0

を
し
て
い
る
と
知
っ
て
、
自
分
と
似
た
も
の
を
感
じ
た
の
か
も
し
れ
な
い
ね
。
こ
の
場
面
で
は
、
そ
の

ま
ま
ク
ジ
ラ
と
別
れ
て
、
人
間
の
姿
で
海
面
に
上
が
っ
て
き
て
い
る
か
ら
、﹁
わ
た
し
﹂
は
最
後
に
は

Ⅰ

と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

生
徒
２　

そ
う
か
、
だ
か
ら
も
う
﹁
還
る
海
を
さ
が
す
﹂
必
要
は
な
い
、
っ
て
い
う
こ
と
な
ん
だ
ね
。

　
　

ア 　

空
想
に
頼
っ
て
ば
か
り
い
な
く
て
も
、
い
つ
か
誰
か
が
自
分
を
助
け
て
く
れ
る
と
信
じ
て
生
き
て
い
け
る

　
　

イ 　

現
実
に
傷
つ
い
て
ば
か
り
い
な
く
て
も
、
嫌
な
こ
と
を
全
て
忘
れ
る
こ
と
で
心
地
よ
く
生
き
て
い
け
る

　
　

ウ 　

空
想
に
逃
げ
込
ん
で
ば
か
り
い
な
く
て
も
、
自
分
な
り
に
現
実
と
向
き
合
い
な
が
ら
生
き
て
い
け
る

　
　

エ 　

現
実
に
こ
だ
わ
っ
て
ば
か
り
い
な
く
て
も
、
自
分
が
本
当
に
望
む
こ
と
を
空
想
し
な
が
ら
生
き
て
い
け
る
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