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令
和
５
年
度
新
規
発
行 

 
高
等
学
校
国
語
教
科
書 

学
習
課
題
ノ
ー
ト
見
本 

︹
特
徴
︺ 

・
自
学
自
習
を
支
援
す
る
︑
各
教
科
書
完
全
準
拠
の
ノ
ー
ト
で
す
︒ 

・
教
材
内
容
・
構
成
の
ま
と
め
か
ら
各
設
問
に
入
っ
て
い
く
こ
と
で
︑
よ
り
深
い
理
解
に
導
き
ま
す
︒ 

・
各
教
材
の
目
標
に
即
し
た
課
題
を
設
定
す
る
こ
と
で
︑ 

学
習
到
達
度
の
確
認
や
︑
観
点
別
評
価
の
資
料
と
し
て
も
ご
活
用
い
た
だ
け
ま
す
︒ 

 

﹃
精
選 

論
理
国
語
﹄︵
第
一
部
第
四
単
元
﹁
記
号
を
使
う
動
物
﹂︶ 

﹃
新 

論
理
国
語
﹄︵
Ⅰ
部
第
２
単
元
﹁
文
章
を
リ
フ
ォ
ー
ム
す
る
﹂・
第
４
単
元
﹁
ホ
ン
モ
ノ
の
お
カ
ネ
の
作
り
方
﹂︶ 

﹃
精
選 

文
学
国
語
﹄︵
第
一
部
第
二
単
元
﹁
山
月
記
﹂︶ 

﹃
新 

文
学
国
語
﹄︵
Ⅰ
部
第
３
単
元
﹁
山
月
記
﹂︶ 

﹃
精
選 

古
典
探
究 

古
文
編
﹄︵
第
一
部
第
二
単
元
﹁
徒
然
草
﹂︶ 

﹃
精
選 

古
典
探
究 

漢
文
編
﹄︵
第
一
部
第
三
単
元
﹁
史
記
﹂︶ 
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一
次
の

線
部
の
漢
字
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
書

き
な
さ
い
。

①

古
い
慣
習
を
打
破

す
る
。

②

惰
性

で
テ
レ
ビ
を
見
る
。

③

既
成

の
考
え
に
な
じ
む
。

④

比
喩

を
使
っ
た
表
現
。

⑤

崇
高

な
精
神
の
表
れ
。

⑥

生
物
の
特
徴

を
調
べ
る
。

⑦

大
河
を
遡

る
。

⑧

素
性

を
確
か
め
る
。

⑨

文
脈
を
把
握

す
る
。

⑩

年
輩

の
紳
士
と
話
す
。

二
次
の

線
部
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
な
さ

い
。

①

心
が
ユ

さ
ぶ
ら
れ
る
。

②

シ
ン
セ
ン

な
野
菜
。

③

フ
ゴ
ウ

が
合
う
。

④

位
置
を
コ
テ
イ

す
る
。

⑤

視
聴
率
を
イ
ジ

す
る
。

⑥

新
生
児
に
メ
イ
メ
イ

す
る
。

⑦

太
陽
系
の
ワ
ク
セ
イ

。

⑧

製
造
カ
テ
イ

を
調
べ
る
。

⑨

タ
イ
ケ
イ

的
な
研
究
。

⑩

新
記
録
に
イ
ド

む
。

三
次
の
語
句
の
意
味
を
答
え
な
さ
い
。

①

知
見

②

タ
ブ
ー

③

シ
ン
ボ
ル

④

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

四
次
の
語
句
を
使
っ
て
短
文
を
作
り
な
さ
い
。

①

〜
を
あ
や
つ
る

②

〜
を
は
ば
か
る

漢
字
・
語
句
を
確
認
し
よ
う

記
号
を
使
う
動
物

教科書
P.90～97

池
上
嘉
彦

・・・・・・

▼
記
号
と
し
て
の
言
語
に
つ
い
て
理
解
す
る

検印
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「
意
味
づ
け
」の
営
み

（
初
め
～

・
３
）

詩
作
が
新
し
い
「
記
号
」
を
生
み
出
す
営
み
で
あ
る
よ
う

に
、
新
し
い
言
葉
遣
い
は
、
我
々
の
世
界
に
新
た
に
加
え

ら
れ
る
「
①

」
の
営
み
で
あ
る
。
人
間
は

既
存
の
記
号
を
あ
や
つ
る
だ
け
で
な
く
、
新
し
い
記
号
を

創
り
出
す
。
そ
の
基
本
に
あ
る
の
は
「
②

」

と
い
う
行
為
で
あ
り
、
人
間
は
こ
の
よ
う
な
創
造
の
営
み

を
文
化
の
あ
ら
ゆ
る
面
で
行
っ
て
い
る
。

「
命
名
」
す
る
行
為

（

・
４
～

・
５
）
意
味
づ
け
の
営
み
は
「
③

」
の
使
用
に
支

え
ら
れ
て
い
る
。「
命
名
」
は
他
と
区
別
し
、
自
分
と
の
関

連
を
④

す
る
行
為
で
あ
り
、
人
間
は
正
体

不
明
の
も
の
も
名
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
世
界
に

取
り
こ
ん
で
い
く
。
⑤

の
も
の
を
意
味
づ

け
る
記
号
の
こ
の
よ
う
な
は
た
ら
き
は
、
人
間
の
文
化
的

な
営
み
に
広
く
関
わ
っ
て
い
る
。

言
語
の
習
得
を

め
ぐ
っ
て

（

・
６
～
終
わ
り
）

記
号
に
よ
る
営
み
に
は
も
う
一
つ
重
要
な
面
が
あ
る
。
言

葉
の
習
得
は
、
一
つ
の
意
味
づ
け
の
⑥

を

身
に
つ
け
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
確
立
す
る
と
、
人
を

束
縛
す
る
「
⑦

」
と
な
る
。
し
か
し
、
人

間
は
既
存
の
秩
序
を
組
み
換
え
て
新
し
い
価
値
の
世
界
を

開
こ
う
と
す
る
。
人
間
は
意
味
づ
け
る
存
在
で
あ
り
文
化
を

創
造
す
る
。
そ
こ
に
人
間
の
⑧

を
あ
や
つ

る
営
み
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

１
「
こ
の
惰
性
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
」（

・
５
）
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
す
か
。

そ
の
説
明
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

日
常
生
活
の
中
で
慣
れ
親
し
ん
だ
言
葉
は
使
わ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

イ

日
常
の
き
ま
り
き
っ
た
言
葉
の
使
い
方
を
意
図
的
に
変
え
て
み
る
こ
と
。

ウ

日
常
の
あ
り
ふ
れ
た
言
葉
の
よ
さ
を
見
直
し
て
自
覚
的
に
用
い
る
こ
と
。

エ

日
常
の
緊
張
感
を
失
っ
た
言
葉
遣
い
を
反
省
し
て
正
し
く
改
め
る
こ
と
。

２
「
新
し
い
『
記
号
』
を
せ
っ
せ
と
創
り
出
し
て
い
る
」（

・
10
）
と
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
例
と
し
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
か
。
次
の
空
欄
に
合
う
形

で
、
本
文
の
同
じ
段
落
か
ら
二
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
抜
き
出
し
な
さ
い
。

が

を
意
味
す
る
。

が

を
意
味
す
る
。

３
「
こ
の
よ
う
な
『
言
語
創
造
』
に
も
似
た
行
為
」（

・
15
）
と
は
、
ど
の
よ
う
な

行
為
で
す
か
。
本
文
の
同
じ
段
落
か
ら
三
十
六
字
で
抜
き
出
し
、
初
め
と
終
わ
り
の

五
字
を
書
き
な
さ
い
。

～

全
体
の
構
成
を
理
解
し
よ
う

次
の
空
欄
に
本
文
中
の
言
葉
を
入
れ
、
全
体
の
構
成
を
理
解
し
よ
う
。

文
章
の
理
解
を
深
め
よ
う

90

91
94

記
号
を
使
う
動
物

四
言
葉
を
見
つ
め
る
Ⅰ 

 92
94

5

4

9294
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４
「
慣
習
と
し
て
固
定
化
し
た
レ
ベ
ル
で
言
葉
を
捉
え
て
い
る
」（ 

 

・

）
と
は
ど
う

い
う
こ
と
で
す
か
。
そ
れ
を
説
明
し
た
次
の
文
の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
、
①

は
本
文
中
か
ら
漢
字
二
字
で
抜
き
出
し
、
②
は
あ
と
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。

あ
る
言
葉
が
、
あ
る

①

を
表
す
こ
と
を
、
す
で
に
決
ま
っ
て
い
る
、

②

な
こ
と
と
思
い
込
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
。

ア

意
外

イ

当
然

ウ

単
純

エ

不
思
議

①

②

    
    

５
「
な
ぜ
名
前
を
つ
け
る
か
」（ 

 

・ 
 

）と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
問
い
に
筆
者
は
ど
の

よ
う
に
答
え
て
い
ま
す
か
。
犬
の
事
例
で
考
え
、そ
の
理
由
を
過
不
足
な
く
述
べ
て
い

る
部
分
を
本
文
中
の
同
じ
段
落
か
ら
一
文
で
抜
き
出
し
、初
め
の
五
字
を
書
き
な
さ
い
。

    
    

６
　
そ
の
よ
う
な
も
の
に
『
ブ
ー
ボ
ー
』
と
名
前
を
つ
け
た
と
し
よ
う
」（
　
・
　
）
に

つ
い
て
、

①
「
そ
の
よ
う
な
も
の
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
を
指
し
て
い
ま
す
か
。
次
の
よ
う

に
ま
と
め
た
場
合
、
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
、
本
文
中
の
同
じ
段
落
か
ら
そ
れ

ぞ
れ
十
字
以
内
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

㋐

を
支
配
し
て
い
る

㋑

。

㋐㋑

②

①
の
も
の
に
「
ブ
ー
ボ
ー
」
と
い
う
名
前
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う

な
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
ま
す
か
。
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ

選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

自
分
た
ち
を
支
配
す
る
も
の
の
正
体
が
わ
か
っ
た
よ
う
で
安
心
で
き
る
。

イ

本
当
の
名
を
隠
す
こ
と
で
対
象
と
穏
や
か
な
関
係
を
保
て
る
。

ウ

自
分
た
ち
の
運
命
が
よ
り
良
い
も
の
に
な
る
よ
う
に
祈
れ
る
。

エ

宗
教
的
な
シ
ン
ボ
ル
を
得
る
こ
と
で
集
団
の
統
制
を
図
れ
る
。

92

7

92

 10

4

93

第
一
部

93

12 

４
「『
ブ
ー
ボ
ー
』
と
い
う
記
号
」（

・

）
の
例
を
通
し
て
、
筆
者
が
言
い
た
い
の

は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
す
か
。
そ
れ
を
ま
と
め
た
次
の
文
の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
言

葉
を
、
本
文
中
か
ら
①
・
②
は
二
字
、
③
は
三
字
で
そ
れ
ぞ
れ
抜
き
出
し
な
さ
い
。

７

①

を
つ
け
る
こ
と
は
、

②

の
も
の
を
意
味
づ
け
て
自
分
た
ち
の
世
界

に
取
り
込
む
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
記
号
の
は
た
ら
き
は
、
宗
教
や
芸
術
、
自

然
科
学
の
分
野
に
至
る
ま
で
、
人
間
の

③

な
営
み
に
広
く
関
わ
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
。

①

②

③

１
「
も
う
一
つ
の
重
要
な
面
」
（

・

）
に
つ
い
て
、
端
的
に
述
べ
て
い
る
形
式
段

落
を
探
し
、
初
め
の
五
字
を
抜
き
出
し
な
さ
い
。

9

 
 4

 
 7

８
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難２
「
『
マ
マ
』
と
い
う
言
葉
が
『
マ
ン
マ
』
と
分
化
す
る
」（ 

 

・ 
 

）
と
は
、
ど
う
い

う
こ
と
で
す
か
。
六
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。

３
「
習
得
者
は
一
つ
の
意
味
づ
け
の
体
系
を
身
に
つ
け
た
こ
と
に
な
る
」（ 

 

・ 
 

）
と

あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
言
う
「
一
つ
の
意
味
づ
け
の
体
系
」
は
、
こ
れ
を
含
む
段
落

と
、
そ
の
次
の
段
落
の
中
で
ど
の
よ
う
に
言
い
換
え
ら
れ
て
い
ま
す
か
。
対
応
す
る

言
葉
を
、
本
文
中
か
ら
八
字
、
九
字
、
十
一
字
で
三
つ
抜
き
出
し
な
さ
い
。

・・・
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

４
「
そ
れ
を
捉
え
た
人
間
を
、
今
度
は
そ
れ
が
と
り
こ
に
す
る
」（

・

）
の
意
味

と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

身
に
つ
け
た
言
葉
の
体
系
の
中
で
し
か
も
の
が
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
。

イ

習
い
覚
え
た
言
葉
の
き
ま
り
が
わ
ず
ら
わ
し
く
感
じ
ら
れ
る
こ
と
。

ウ

一
つ
の
言
語
を
習
得
す
る
と
そ
れ
を
土
台
に
思
想
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
。

エ

習
得
し
た
外
国
語
に
と
ら
わ
れ
て
母
国
語
が
疎
か
に
な
る
こ
と
。

 
 

 
 

入
試
問
題
に
挑
戦

「
言
葉
の
牢
獄
に
挑
む
」（   

・   

）
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
す
か
。
本
文
全
体

の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
「
牢
獄
に
挑
む
」
と
い
う
比
喩
表
現
の
意
味
に
も
注
意
し
て
、

適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

言
葉
は
日
常
生
活
の
中
で
惰
性
に
流
れ
や
す
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
超

え
て
新
し
い
価
値
を
創
造
す
る
に
は
、
常
に
緊
張
感
を
も
っ
て
正
し
い
言
葉
遣
い

を
心
が
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。

イ

言
葉
は
自
ら
の
き
ま
り
に
よ
っ
て
人
間
の
思
考
を
制
約
す
る
の
で
、
そ
れ
を
乗

り
越
え
て
真
の
自
由
を
得
る
た
め
に
は
、
自
分
の
習
得
し
た
言
葉
を
い
っ
た
ん
捨

て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。

ウ

言
葉
は
閉
じ
た
体
系
で
あ
り
、
日
々
の
生
活
の
中
で
固
定
化
し
や
す
い
も
の
だ

が
、
人
間
は
そ
こ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
言
葉
の
使
い
方
を
工
夫
す
る
こ
と
で
、
新
し

い
世
界
を
創
造
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
こ
と
。

エ

言
葉
は
意
味
づ
け
の
体
系
と
し
て
、
人
間
の
文
化
創
造
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る

が
、
そ
れ
は
特
別
な
こ
と
で
は
な
く
、
何
気
な
い
日
々
の
生
活
の
中
で
誰
も
が

行
っ
て
い
る
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
。

94

9

95 
1

95 

 11

96

3

記
号
を
使
う
動
物

四
言
葉
を
見
つ
め
る
Ⅰ 

９1011

12 難✔☐

振
り
返
ろ
う

記
号
と
し
て
の
言
語
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
。



学
習
活
動
に
取
り
組
も
う

１

わ
か
り
や
す
く
説
得
的
な
文
章
を
書
く
際
に
気
を
つ
け
る
べ
き
ポ
イ
ン
ト

を
お
さ
え
よ
う
。

□
文
体
を
統
一
す
る

□
一
文
を
短
く
す
る

□
係
り
受
け
を
明
確
に
す
る

□
大
原
則
と
小
原
則
を
意
識
す
る

□
段
落
の
構
成
を
意
識
す
る

２
次
の
文
章
を
修
正
し
、
よ
り
伝
わ
る
も
の
に
リ
フ
ォ
ー
ム
し
よ
う

１

左
の
文
章
を
読
み
、
わ
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
や
、
も
う
少
し
具
体
的
に

説
明
で
き
そ
う
な
と
こ
ろ
を
見
つ
け
よ
う
。

言
葉
に
よ
っ
て
世
界
は
つ
く
り
出
さ
れ
る
。
事
実
、
私
た
ち
は
言

葉
を
知
る
こ
と
で
、
目
の
前
の
世
界
を
意
味
付
け
、
認
識
す
る
こ
と

に
な
る
。

例
え
ば
、「
虹
の
色
は
い
く
つ
」
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
。
日
本
で

は
、
普
通
に
七
色
と
答
え
る
人
が
多
い
は
ず
だ
。
で
も
、「
黄
色
」
や

「
赤
色
」
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
「
黄
色
」
や
「
赤

色
」
と
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
し
、
そ
こ
に
色
の

認
識
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
「
虹
は
七
色
で
あ
る
」
と
言
え
る
の
で
あ
っ

て
、
も
し
複
雑
な
色
の
違
い
を
認
識
し
な
い
ま
ま
、
そ
し
て
そ
の
違

い
を
説
明
す
る
言
葉
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
、
ど
う
な
る
だ
ろ

う
。言

葉
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
私
た
ち
の
認
識
を
豊
か
に
し
、
世

界
を
広
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
言
葉
を
知
れ
ば
、
私
た
ち
は
世
界
の
さ

ま
ざ
ま
な
も
の
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

三
太
さ
ん

省
子
さ
ん

文
章
を
リ
フ
ォ
ー
ム
す
る

【
教
科
書

P.77~

P.79
】

●
的
確
に
伝
え
る
。

正
し
く
推
論
す
る

検印

は
じ
め
の
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
実
際
に
文
章
を
書
く

時
や
、
書
き
終
わ
っ
て
見
直
す
時
に
気
を
つ
け
る
こ
と

み
た
い
だ
ね
。 

あ
と
の
二
つ
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
書
く
前
の
準
備

の
時
や
、
書
い
て
い
る
途
中
で
う
ま
く
書
き
進
め
ら
れ

な
い
時
に
意
識
す
る
と
よ
さ
そ
う
だ
よ
。



２

１
で
見
つ
け
た
、
見
直
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
思
う
点
を
書
き
出
そ
う
。

例
）

場
所

…

〔

 

〕
行
め

理
由

…

〔

文
体
の
統
一

／

一
文
の
長
さ 

／ 

係
り
受
け 

／

そ
の
他

〕

直
す
方
法

…

場
所

…

〔

 

〕
行
め

理
由

…

〔

文
体
の
統
一

／

一
文
の
長
さ 

／ 

係
り
受
け 
／

そ
の
他

〕

直
す
方
法

…

場
所

…

〔

 

〕
行
め

理
由

…

〔

文
体
の
統
一

／

一
文
の
長
さ 

／ 

係
り
受
け 

／

そ
の
他

〕

直
す
方
法

…

３

２
で
書
き
出
し
た
点
に
つ
い
て
感
想
や
意
見
、
も
う
少
し
修
正
す
べ
き

箇
所
な
ど
を
交
流
し
、
新
た
に
気
づ
い
た
こ
と
が
あ
れ
ば
メ
モ
し
よ
う
。

〔

 

〕
さ
ん
の
考
え

場
所

…

〔

 

〕
行
め

理
由

…

〔

文
体
の
統
一

／

一
文
の
長
さ 

／ 

係
り
受
け 

／

そ
の
他

〕

直
す
方
法

…

学
習
の
目
標
を
振
り
返
ろ
う

学
習
を
振
り
返
っ
て
、
「
的
確
に
伝
え
る
」
た
め
に
必
要
な
こ
と
に
つ

い
て
気
づ
い
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
を
書
こ
う
。

場
所

…

〔

５ 
 

〕
行
め 

理
由

…

〔

文
体
の
統
一

／

一
文
の
長
さ 

／ 

係
り
受
け 

／

そ
の
他

〕

直
す
方
法

…

「
で
も
」
を
「
だ
が
」
「
し
か
し
」
な
ど
に
す
る
。

三
太
さ
ん

4
行
め
の
「
い
く
つ
」
は
「
い
く
つ
の
色
に
分
け
ら

れ
る
か
」
と
書
い
た
ほ
う
が
伝
わ
り
や
す
い
、
と
い
う

考
え
も
あ
る
よ
ね
。



全
体
の
構
成
を
理
解
し
よ
う

漢
字
・
語
句
を
確
認
し
よ
う

１

次
の―

―

線
部
の
漢
字
は
読
み
を
、
カ
タ
カ
ナ
は

漢
字
を
書
き
な
さ
い
。

①
至
極
［

］
ま
じ
め
な
人
物
で
あ
る
。

②
起
源
は
古
代
ま
で
サ
カ
ノ
ボ
［

］
る
。

③
コ
ー
ヒ
ー
豆
を
イ
［

］
る
。

④
あ
れ
こ
れ
と
セ
ン
サ
ク
［

］
す
る
。

⑤
旅
券
を
偽
造
［

］
す
る
。

⑥
古
い
街
が
変
貌
［

］
す
る
。

⑦
土
の
カ
タ
マ
リ
［

］
を
運
ぶ
。

⑧
脳
外
科
の
ケ
ン
イ
［

］
を
頼
る
。

⑨
獄
門
［

］
の
刑
に
処
す
る
。

⑩
交
通
事
故
の
犠
牲
［

］
に
な
る
。

信
用
と
安
全
性

（
139
・
8
～
終
わ
り
）

逆
説
の
作
用

（
137
・
9
～
139
・
7
）

金
貨
銀
貨
の
代
わ
り

（
135
・
11
～
137
・
8
）

ニ
セ
ガ
ネ
作
り

（
134
・
1
～
135
・
10
）

ホ
ン
モ
ノ
の
お
カ
ネ

（
初
め
～
133
・
6
）

・
大
き
な
資
力
と
厳
重
な
金
蔵
が
な
い
と
、
ホ
ン
モ
ノ
の
お
カ
ネ

を
作
り
出
す
「
逆
説
」
は
見
向
き
も
し
て
く
れ
な
い
。

・
ホ
ン
モ
ノ
の
「
代
わ
り
」
（
＝
預
り
手
形
や
太
古
に
お
け
る
金
貨

銀
貨
）
が
ホ
ン
モ
ノ
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
逆
説
作
用

→

太
古
か
ら
現
在
ま
で
「
ホ
ン
モ
ノ
の
お
カ
ネ
」
と
い
う
も
の

を
作
り
続
け
て
き
た
。

・
江
戸
時
代
の
両

り
ょ
う

替が
え

屋や

…

財
産
の
保
管
と
預

あ
ず
か

り
手
形
を
発
行

＝
金
貨
銀
貨
と
は
全
く
似
て
い
な
い
紙
き
れ
が
、
あ
た
か
も
支

払
い
手
段
で
あ
る
か
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
。

・
ニ
セ
モ
ノ
を
作
る
と
は
？

＝
ホ
ン
モ
ノ
の
金
銀
で
な
い
も
の
を
、
で
き
る
限
り
ホ
ン
モ
ノ

に
似
せ
よ
う
と
す
る
作
業
。

・
ホ
ン
モ
ノ
の
お
カ
ネ
を
作
る
こ
と
の
極
意

１
．
ニ
セ
ガ
ネ
を
作
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

２
．
ホ
ン
モ
ノ
に
似
せ
よ
う
と
し
な
い
こ
と
。

ホ
ン
モ
ノ
の
お
カ
ネ
の
作
り
方

岩い
わ

井い

克か
つ

人ひ
と

【
教
科
書

~

】

●
書
き
手
の
意
図
を
捉
え
る
。

説
得
力
を
高
め
る

検印



文
章
の
理
解
を
深
め
よ
う

１
「
預
り
手
形
」「
ホ
ン
モ
ノ
の
お
カ
ネ
」
に
つ
い
て
整
理
し
よ
う
。

１

「
ニ
セ
ガ
ネ
」
（
133
・
1
）
と
あ
る
が
、
筆
者
は
「
ニ
セ
ガ
ネ
」
と
は

ど
の
よ
う
な
も
の
だ
と
説
明
し
て
い
る
か
。
本
文
中
か
ら
四
十
字
以
内
で
探

し
、
初
め
と
終
わ
り
の
五
字
を
抜
き
出
し
な
さ
い
。

～

か
ら
。

２

「
預
り
手
形
」
（
136
・
1
）
が
「
ホ
ン
モ
ノ
の
お
カ
ネ
」
の
代
わ
り
と

し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
を
「
〜
か

ら
。
」
に
つ
な
が
る
形
で
本
文
中
か
ら
二
つ
、
①
は
四
十
七
字
、
②
は
六
十

五
字
で
探
し
、
そ
れ
ぞ
れ
初
め
と
終
わ
り
の
五
字
を
抜
き
出
し
な
さ
い
。

（
句
読
点
も
一
字
に
数
え
ま
す
。）。 

①

～

か
ら
。

②

～

か
ら
。

３

「
こ
こ
に
一
つ
の
逆
説
が
作
用
し
て
い
る
。
」（
137
・
3
）
と
あ
る
が
、

「
ホ
ン
モ
ノ
の
お
カ
ネ
」
が
生
ま
れ
る
逆
説
の
作
用
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め

た
。
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

で
あ
っ
た
も
の
が
、
社
会
的
に
認
め
ら
れ

る
う
ち
に
貨
幣
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
、
そ
れ
自
身
が
ホ
ン
モ
ノ
の
お
カ

ネ
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
。

２

「
ホ
ン
モ
ノ
の
お
カ
ネ
」
の
作
り
方
を
捉
え
よ
う
。

１

「
佐
土
原
版
」
（
134
・
1
）
の
作
っ
た
「
ニ
セ
ガ
ネ
」
に
つ
い
て
、
筆

者
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
書
い
て
い
る
か
。
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
語

句
を
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

ニ
セ
ガ
ネ
と
は
ホ
ン
モ
ノ
の
金
銀
で
は
な
い
も
の
が

さ
れ
た
も
の
。

２

「
天
王
寺
屋
や
鴻
池
屋
」
（
135
・
11
）
の
発
行
し
た
「
預
り
手
形
」
と

佐
土
原
藩
の
「
ニ
セ
ガ
ネ
」
と
の
違
い
は
何
か
。
空
欄
に
当
て
は
ま
る
語
句

を
答
え
な
さ
い
。

預
り
手
形
は
金
貨
銀
貨
の
「

」
と
し
て
通
用
し
た
。

 
  

事
例
と
構
成
に
着
目
し
な
が
ら
筆
者
の
意
図
を
捉
え
よ
う
。



３

「
す
な
わ
ち
、
ホ
ン
モ
ノ
の
『
代
わ
り
』
が…

…

作
り
続
け
て
き
た
の
で

あ
る
。」（
137
・
6
）
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

①
こ
こ
で
の
「
ホ
ン
モ
ノ
の
お
カ
ネ
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
次
の
中

か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

絶
対
的
・
普
遍
的
な
実
体
を
も
つ
も
の
で
、
そ
れ
自
体
が
か
け
が
え
の

な
い
も
の
。

イ

絶
対
的
・
普
遍
的
な
実
体
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
時
々
の
「
代

わ
り
」
に
対
す
る
「
ホ
ン
モ
ノ
」
で
し
か
な
い
も
の
。

ウ

絶
対
的
・
普
遍
的
な
実
体
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
「
ホ
ン
モ
ノ
」
に

見
た
目
を
似
せ
て
作
ら
れ
た
も
の
。

エ

絶
対
的
・
普
遍
的
な
実
体
を
も
つ
も
の
だ
が
、
あ
く
ま
で
「
代
わ
り
」

に
対
す
る
「
ホ
ン
モ
ノ
」
で
し
か
な
い
も
の
。

②

現
在
の
「
ホ
ン
モ
ノ
の
お
カ
ネ
」
と
は
、
具
体
的
に
は
何
か
。
本
文
中
か

ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

 
[

]

③

現
在
で
は
「
代
わ
り
」
と
は
、
具
体
的
に
は
何
か
。
本
文
中
か
ら
抜
き
出

し
な
さ
い
。

 
[

]

４

「
い
わ
ば
彼
ら
は
ホ
ン
モ
ノ
の

形け

い

而じ

上
じ
ょ
う

学が

く

の
哀
れ
な
犠
牲
者
な
の
で

あ
っ
た
。」（
138
・
15
）
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

①

「
彼
ら
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
の
こ
と
か
。
本
文
中
か
ら
八

字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

②

「
決
し
て
ホ
ン
モ
ノ
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（
138
・
12
）
の
は

な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。
難 

ア

ホ
ン
モ
ノ
の
お
カ
ネ
を
ホ
ン
モ
ノ
た
ら
し
め
て
い
る
金
銀
に
似
せ
た
も

の
を
作
る
だ
け
で
、
お
カ
ネ
は
決
し
て
ホ
ン
モ
ノ
の
金
銀
に
は
な
ら
な
い

か
ら
。

イ

ホ
ン
モ
ノ
の
形
而
上
学
に
と
ら
わ
れ
て
、
外
見
を
ホ
ン
モ
ノ
の
金
銀
に

似
せ
る
よ
う
に
作
る
だ
け
で
は
、
ホ
ン
モ
ノ
の
お
カ
ネ
の
代
わ
り
に
な
ら

な
い
か
ら
。

ウ

ニ
セ
ガ
ネ
作
り
は
、
大
き
な
資
力
や
厳
重
な
金
蔵
が
あ
っ
て
も
、
ひ
と

た
び
そ
れ
が
発
覚
す
れ
ば
無
価
値
に
な
り
、
支
払
い
手
段
と
し
て
流
通
し

な
い
か
ら
。

エ

ホ
ン
モ
ノ
の
お
カ
ネ
を
ホ
ン
モ
ノ
た
ら
し
め
て
い
る
金
銀
に
似
せ
た
も

の
を
作
る
だ
け
で
は
、
ホ
ン
モ
ノ
の
形
而
上
学
を
理
解
し
た
こ
と
に
な
ら

な
い
か
ら
。



③

筆
者
が
、
ニ
セ
ガ
ネ
作
り
を
「
ホ
ン
モ
ノ
の
形
而
上
学
の
哀
れ
な
犠

牲
者
」（
138
・
15
）
と
述
べ
て
い
る
理
由
と
し
て
適
切
で
な
い
も
の
を

次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

ホ
ン
モ
ノ
の
お
カ
ネ
に
つ
い
て
の
本
質
を
理
解
で
き
て
い
な
い
の

に
、
ホ
ン
モ
ノ
と
同
じ
価
値
を
得
よ
う
と
し
て
い
た
か
ら
。

イ

技
術
を
駆
使
し
て
時
間
と
労
力
を
か
け
て
も
、
ニ
セ
モ
ノ
は
ニ
セ

モ
ノ
で
し
か
な
か
っ
た
か
ら
。

ウ

ど
の
時
代
に
も
ニ
セ
ガ
ネ
が
流
通
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ニ
セ
ガ
ネ
作
り
は
単
な
る
犯
罪
に
す
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
。

エ

ホ
ン
モ
ノ
に
な
れ
な
い
ば
か
り
か
、
ニ
セ
ガ
ネ
が
発
覚
す
れ
ば
、

重
罪
に
処
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
。

④

「
ホ
ン
モ
ノ
の
お
カ
ネ
」
を
作
る
に
は
何
が
必
要
か
。
適
切
な
も
の
を
次

の
中
か
ら
全
て
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

信
用

イ

技
術
力

ウ

安
全
性

エ

発
想
力

オ

経
営
力

[
]

３

本
文
の
内
容
を
捉
え
よ
う
。

１

本
文
の
内
容
に
合
う
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ

い
。
難 

ア

刻
印
で
内
容
量
を
表
示
し
た
金
塊
は
ホ
ン
モ
ノ
の
お
カ
ネ
で
は
な

く
、
ホ
ン
モ
ノ
の
金
銀
で
は
な
い
も
の
で
も
実
際
の
支
払
い
手
段
と

し
て
流
通
す
る
も
の
が
ホ
ン
モ
ノ
の
お
カ
ネ
で
あ
る
。

イ

本
来
の
支
払
い
手
段
で
あ
る
金
貨
銀
貨
の
代
わ
り
で
あ
っ
た
も
の

が
、
金
貨
銀
貨
以
上
の
価
値
を
も
つ
よ
う
に
な
る
と
い
う
逆
説
の
作

用
に
よ
っ
て
、
ホ
ン
モ
ノ
の
お
カ
ネ
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

ウ

ホ
ン
モ
ノ
の
お
カ
ネ
と
は
実
際
の
支
払
い
手
段
と
し
て
流
通
す
る

よ
う
に
な
る
も
の
で
、
ニ
セ
ガ
ネ
と
は
ホ
ン
モ
ノ
の
金
銀
で
な
い
も

の
を
ホ
ン
モ
ノ
に
似
せ
よ
う
と
細
工
し
た
も
の
で
あ
る
。

エ

金
貨
銀
貨
の
材
質
や
外
見
に
似
せ
た
も
の
を
作
る
の
で
は
な
く
、

本
来
の
ホ
ン
モ
ノ
の
お
カ
ネ
に
代
わ
る
も
の
を
実
際
の
支
払
い
手
段

と
し
て
流
通
さ
せ
る
こ
と
が
ニ
セ
ガ
ネ
を
作
る
極
意
で
あ
る
。

２

現
在
の
最
も
先
端
的
な
「
ホ
ン
モ
ノ
の
お
カ
ネ
」
の
例
と
し
て
適
切
な
も

の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

電
子
マ
ネ
ー

イ

硬
貨
や
紙
幣

ウ

預
金
通
帳

エ

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
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一
次
の

線
部
の
漢
字
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
書

き
な
さ
い
。

①

意
気
が
揚

が
る
。

②

整
っ
た
容
貌

。

③

職
を
失
っ
て
貧
窮

す
る
。

④

寒
さ
に
堪

え
る
。

⑤

既

に
調
査
済
み
だ
。

⑥

感
情
を
抑

え
る
。

⑦

闇

の
中
を
奔
走
す
る
。

⑧

自
分
の
限
界
を
悟

る
。

⑨

礎

を
築
く
。

⑩

巧
拙

は
問
わ
な
い
。

二
次
の

線
部
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
な
さ

い
。

①

遭
難
者
を
ソ
ウ
サ
ク

す
る
。

②

反
旗
を
ヒ
ル
ガ
エ

す
。

③

意
見
が
シ
ョ
ウ
ト
ツ

す
る
。

④

忍
び
泣
き
の
声
が
モ

れ
る
。

⑤

シ
ュ
ウ
ア
ク

な
容
姿
。

⑥

カ
タ
ワ

ら
に
寄
り
添
う
。

⑦

分
け
ヘ
ダ

て
な
く
接
す
る
。

⑧

ザ
ン
ギ
ャ
ク

な
行
為
。

⑨

シ
ュ
ウ
チ
ャ
ク

心
が
強
い
。

⑩

音
楽
家
の
ソ
シ
ツ

が
あ
る
。

三
次
の
語
句
の
意
味
を
答
え
な
さ
い
。

①

非
凡

②

自
嘲

③

切
磋
琢
磨

④

弄
す
る

四
次
の
語
句
を
使
っ
て
短
文
を
作
り
な
さ
い
。

①

歯
牙
に
も
か
け
な
い

②

茫
然

第
一
部漢

字
・
語
句
を
確
認
し
よ
う

教科書
P.22～34

山
月
記

▼
会
話
と
地
の
文
の
関
係
に
着
目
し
て
、
人
物
像
を
把
握
す
る

検印

中
島
敦

・・・・・・
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行
方
不
明
に
な
っ
た

李り

徴ち
ょ
う

と
袁え
ん

傪さ
ん

の
再
会

（
初
め
～

・
７
）

李
徴
は
博
学
才さ

い

穎え
い

の
官
吏
だ
っ
た
が
、
詩
人
を
志
し
て
官

を
退
く
。
し
か
し
文
名
は
揚
が
ら
ず
、
生
活
苦
の
た
め
再

び
官
吏
に
戻
る
。
鬱う
つ

々う
つ

と
し
た
日
々
を
過
ご
す
う
ち
、
突

然
①

し
、
行
方
不
明
に
な
る
。
翌
年
、

旧
友
だ
っ
た
袁
傪
は
偶
然
に
も
李
徴
と
再
会
し
た
。

李
徴
の
独
白

（

・
８
～

・
15
）

李
徴
は
袁
傪
に
、
己
が
虎
の
身
と
な
っ
た
い
き
さ
つ
を
語

り
、
や
が
て
は
人
間
だ
っ
た
時
の
②

を

も
失
う
こ
と
へ
の
哀か
な

し
み
を
訴
え
る
。

李
徴
は
、
自
作
の
詩
の
伝
録
を
袁
傪
に
依
頼
す
る
。
袁
傪

は
そ
の
詩
に
③

し
な
が
ら
も
、
第
一
流

の
作
品
と
し
て
は
何
か
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
感

じ
た
。
李
徴
は
、
自
分
が
虎
に
変
身
し
た
理
由
を
、

「
④

」
と
「
尊
大
な
羞
恥
心
」
と
い
う
己

の
⑤

に
求
め
る
。

李
徴
と
袁
傪
の
別
れ

（

・
16
～
終
わ
り
）
李
徴
は
、
妻
子
の
今
後
を
袁
傪
に
頼
み
、
己
の
乏
し
い
詩

業
の
ほ
う
を
優
先
す
る
よ
う
な
男
だ
か
ら
虎
に
な
る
の
だ

と
⑥

す
る
。
最
後
に
李
徴
は
、
袁
傪
一

行
に
虎
と
な
っ
た
己
の
姿
を
現
し
、
叢
へ
と
躍
り
入
っ
た
。

二
文
章
の
内
容
を
理
解
し
よ
う
。

１
「
叢
の
中
か
ら
は
、
し
ば
ら
く
返
事
が
な
か
っ
た
。」（

・
８
）
に
つ
い
て
、
こ
の

と
き
の
李
徴
の
心
情
と
し
て
適
切
で
な
い
も
の

0

0

0

0

0

0

0

を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で

答
え
な
さ
い
。

ア

食
ら
い
た
い
と
い
う
虎
の
本
能
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
。

イ

旧
友
を
襲
お
う
と
し
た
自
分
の
所
業
に
恐
怖
を
感
じ
て
い
る
。

ウ

今
の
自
分
の
醜
い
姿
を
さ
ら
け
出
す
こ
と
に
抵
抗
を
感
じ
て
い
る
。

エ

か
つ
て
の
親
友
と
話
が
し
た
い
と
い
う
思
い
が
こ
み
上
げ
て
い
る
。

２
「
こ
の
超
自
然
の
怪
異
」（
・
２
）
の
内
容
を
具
体
的
に
説
明
し
た
次
の
文
の
空
欄

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
、
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

一
年
前
に
行
方
知
れ
ず
と
な
っ
た
旧
友
の
李
徴
が

①

と
し
て
自
分
に
襲
い

か
か
ろ
う
と
し
、

②

を
操
っ
て
語
り
か
け
て
き
た
こ
と
。

①②

全
体
の
構
成
を
理
解
し
よ
う

次
の
空
欄
に
本
文
中
の
言
葉
を
入
れ
、
全
体
の
構
成
を
理
解
し
よ
う
。

文
章
の
理
解
を
深
め
よ
う

山
月
記

小
説
︵
一
︶

◆二 25

25

31

31

25

24
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３
「
自
分
は
す
ぐ
に
死
を
思
う
た
。」（
・
４
）
と
あ
り
ま
す
が
、
死
を
思
っ
た
李
徴

が
生
き
永
ら
え
て
袁
傪
と
再
会
す
る
に
至
っ
て
い
る
理
由
と
し
て
、
適
切
な
も
の
を

次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

自
分
の
詩
が
世
に
認
め
ら
れ
る
ま
で
は
死
ん
で
も
死
に
き
れ
な
い
か
ら
。

イ

誰
か
に
自
分
の
苦
悩
と
後
悔
の
念
を
伝
え
た
か
っ
た
か
ら
。

ウ

死
を
願
っ
て
も
、
虎
と
し
て
の
本
能
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
る
か
ら
。

エ

自
分
の
消
息
を
案
じ
て
待
っ
て
い
る
妻
子
の
こ
と
が
不
憫
だ
か
ら
。

４
「
と
う
て
い
語
る
に
忍
び
な
い
」（
・
８
）
所
行
を
李
徴
は
ど
の
よ
う
な
言
葉
で
表

し
て
い
ま
す
か
。
同
じ
段
落
か
ら
十
二
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

５

李
徴
は
、
自
分
が
こ
れ
ま
で
は
な
ぜ
虎
に
な
っ
た
の
か
を
怪
し
ん
で
い
た
の
に
、

今
で
は
、
な
ぜ
以
前
は
人
間
だ
っ
た
の
か
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
対
し
、

「
こ
れ
は
恐
ろ
し
い
こ
と
だ
。」（

・
14
）
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
考
え
が
恐
ろ

し
い
理
由
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

虎
と
し
て
の
残
虐
な
行
為
を
楽
し
ん
で
い
る
自
分
に
気
づ
い
た
か
ら
。

イ

虎
で
あ
る
現
実
の
受
容
は
、
人
間
と
し
て
の
自
分
の
死
を
意
味
す
る
か
ら
。

ウ

人
間
の
証
で
あ
る
複
雑
な
思
考
や
詩
作
が
で
き
な
く
な
る
か
ら
。

エ

自
分
が
生
き
る
た
め
な
ら
、
た
と
え
友
人
で
も
食
い
殺
す
か
ら
。

６
「
お
れ
は
し
あ
わ
せ

0

0

0

0

に
な
れ
る
だ
ろ
う
」（

・
６
）
に
つ
い
て
、

①

こ
こ
で
の
「
し
あ
わ
せ

0

0

0

0

」
の
意
味
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

も
う
一
度
、
元
の
人
間
に
戻
る
こ
と
。

イ

自
分
の
詩
が
世
間
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

ウ

苦
悩
や
恐
怖
か
ら
解
き
放
た
れ
る
こ
と
。

エ

今
の
自
分
の
虎
の
姿
が
夢
で
あ
る
こ
と
。

②
「
し
あ
わ
せ

0

0

0

0

」
に
強
調
点
が
付
さ
れ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
説
明
し
た
次
の
文
に
つ

い
て
、
空
欄
ａ
～
ｃ
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
本
文
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
抜
き
出
し
な
さ

い
。
ま
た
、
空
欄
ｄ
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
あ
と
の
ア
～
エ

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

李
徴
は
、
自
分
の
中
の

ａ

が

ｂ

し
ま
え
ば
「
し
あ
わ
せ
」
に
な
れ
る

だ
ろ
う
、
と
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
自
分
の
中
の

ａ

や
人

間
だ
っ
た

ｃ

が
な
く
な
る
こ
と
に
こ
の
上
な
い
恐
怖
を
感
じ
、
悲
嘆
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
言
う
「
し
あ
わ
せ
」
と
は
李
徴
が
真
に
願
う
「
し
あ
わ
せ
」

で
は
な
い
、
い
わ
ば

ｄ

な
意
味
で
用
い
ら
れ
た
言
葉
な
の
で
あ
る
。

山
月
記

小
説
︵
一
︶

◆二

第
一
部

2626
26

27

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ア

偽
善
的

イ

批
判
的

ウ

自
嘲
的

エ

極
論
的
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７

李
徴
は
、
自
分
に
と
っ
て
詩
を
「
産
を
破
り
心
を
狂
わ
せ
て
ま
で
自
分
が
生
涯
そ

れ
に
執
着
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
」（

・
１
）
と
言
い
表
し
て
い
ま
す
が
、
李
徴
が

「
詩
」
に
求
め
て
い
た
も
の
と
し
て
、
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記

号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

自
分
の
存
在
が
後
世
に
ま
で
残
り
伝
わ
る
こ
と
。

イ

人
に
は
理
解
し
て
も
ら
え
な
い
心
情
の
は
け
口
。

ウ

か
な
え
ら
れ
な
い
理
想
を
実
現
し
た
仮
想
世
界
。

エ

政
界
で
出
世
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
教
養
。

８

李
徴
が
詠
ん
だ
「
即
席
の
詩
」（

・
２
～
９
）
に
つ
い
て
、

①

第
一
句
中
の
「
殊
類
」
が
表
し
て
い
る
も
の
を
本
文
中
か
ら
一
字
で
抜
き
出
し
な

さ
い
。
ま
た
、
同
じ
意
味
の
言
葉
を
詩
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

表
し
て
い
る
も
の

同
じ
意
味
の
言
葉

９
「
臆
病
な
自
尊
心
と
、
尊
大
な
羞
恥
心
」（

・
６
）
に
つ
い
て
、

①

李
徴
が
「
臆
病
な
自
尊
心
」
と
「
尊
大
な
羞
恥
心
」
の
せ
い
で
で
き
な
か
っ
た
と

分
析
し
て
い
る
一
文
を
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
、
初
め
と
終
わ
り
の
五
字
を
書
き
な

さ
い
。（
句
読
点
も
含
む
。）

〜

②

こ
の
表
現
と
同
じ
内
容
の
表
現
を
、
本
文
中
か
ら
三
十
二
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

2829

30

②

こ
の
詩
に
は
李
徴
の
嘆
き
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
何
に
対
し
て
の
嘆

き
で
す
か
。
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

か
つ
て
の
友
が
、
虎
と
な
っ
た
自
分
に
お
び
え
て
い
る
こ
と
。

イ

望
ま
ず
に
し
て
、
虎
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
自
分
の
不
幸
さ
。

ウ

詩
で
名
を
成
す
ほ
ど
の
才
能
が
な
か
っ
た
こ
と
。

エ

人
に
も
虎
に
も
な
り
き
れ
な
い
己
の
中
途
半
端
さ
。

10
「
己
の
珠た
ま

に
あ
ら
ざ
る
こ
と
」（

・
７
）
に
つ
い
て
、

①
「
珠
」
が
た
と
え
て
い
る
内
容
と
し
て
、
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

有
望
な
将
来

イ

政
界
の
重
鎮

ウ

明
晰
な
頭
脳

エ

優
れ
た
才
能

30

ウ

明
晰
な
頭
脳

エ

優
れ
た
才
能

イ
　

政
界
の
重
鎮
�

ア
　

　

ま
ず
し
て
、
虎
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
自
分
の
不
幸
さ
。
�
�



育
つ
に
任
せ
る

イ

も
て
余
す

16

11
「
臆
病
な
自
尊
心
を
飼
い
ふ
と
ら
せ
る

0

0

0

0

0

」（

・
９
）
と
あ
り
ま
す
が
、「
飼
い
ふ
と
0

0

ら
せ
る

0

0

0

」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
す
か
。
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

育
つ
に
任
せ
る

イ

も
て
余
す

エ

成
長
さ
せ
る

12
「
人
生
は
何
事
を
も
な
さ
ぬ
に
は
あ
ま
り
に
長
い
が
、
何
事
か
を
な
す
に
は
あ
ま
り

に
短
い
」（

・
14
）
と
い
う
意
味
に
近
い
こ
と
わ
ざ
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

な
せ
ば
な
る
、
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
何
事
も

イ

な
ら
ぬ
堪
忍
す
る
が
堪
忍

ウ

少
年
老
い
や
す
く
学
成
り
が
た
し

エ

過
ぎ
た
る
は
及
ば
ざ
る
が
ご
と
し

13
「
お
れ
は
よ
う
や
く
そ
れ
に
気
が
つ
い
た
。
そ
れ
を
思
う
と
、
お
れ
は
今
も
胸
を
灼や

か
れ
る
よ
う
な
悔
い
を
感
じ
る
。」（

・
２
）
に
つ
い
て
、

①
「
そ
れ
」
が
指
す
内
容
を
本
文
中
か
ら
一
文
で
抜
き
出
し
、
初
め
と
終
わ
り
の
五
字

を
書
き
な
さ
い
。（
句
読
点
も
含
む
。）

〜

難②
「
悔
い
」
の
内
容
を
、「
師
」「
詩
友
」「
才
能
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、
五
十
字

以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
天
に
躍
り
地
に
伏
し
て
嘆
い
て
」（

・
10
）
い
る
李
徴
の
心
情
を
表
し
た
言
葉

を
本
文
の
同
じ
段
落
か
ら
十
七
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

14

第
一
部

30

30

31
31

②
「
珠
」
と
意
味
の
上
で
対
を
な
す
言
葉
を
、
本
文
中
か
ら
漢
字
一
字
で
抜
き
出
し
な

さ
い
。

ア

イ
　
も
て
余
す
�

ウ

飼
い
慣
ら
す

エ

成
長
さ
せ
る



17

15

袁
傪
に
「
お
れ
は
、
既
に
死
ん
だ
と
彼
ら
に
告
げ
て
も
ら
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
決

し
て
今
日
の
こ
と
だ
け
は
明
か
さ
な
い
で
ほ
し
い
。」（

・
３
）
と
頼
ん
だ
李
徴
の

心
情
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

身
内
が
虎
に
な
っ
た
と
世
間
に
知
れ
た
ら
、
家
族
は
虐
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

イ

私
を
探
し
に
来
た
家
族
を
、
虎
に
な
っ
た
私
が
食
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。

ウ

行
方
不
明
に
な
っ
て
い
る
私
の
こ
と
を
、
家
族
が
諦
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

エ

人
間
が
虎
に
な
る
な
ど
と
信
じ
ず
、
私
の
帰
郷
を
待
ち
続
け
る
だ
ろ
う
。

16
「
慟ど
う

哭こ
く

の
声
」（
・
７
）
と
同
じ
心
情
が
込
め
ら
れ
て
い
る
表
現
を
、
本
文
の
最
後

の
二
段
落
の
中
か
ら
十
三
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

「
既
に
白
く
光
を
失
っ
た
月
」（

・
８
）
と
は
、
ど
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
こ
と

を
表
し
て
い
ま
す
か
。
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ

い
。

ア

月
に
雲
が
か
か
り
、
月
の
光
が
弱
ま
っ
て
い
る
状
態
。

イ

月
を
見
る
目
が
涙
で
に
じ
み
、
よ
く
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
状
態
。

ウ

月
明
か
り
に
目
が
慣
れ
た
こ
と
で
、
ま
ば
ゆ
さ
を
失
っ
た
状
態
。

エ

夜
明
け
が
近
く
な
っ
た
こ
と
で
、
月
の
光
が
弱
ま
っ
て
い
る
状
態
。

18

李
徴
の
、
自
分
が
虎
に
変
身
し
た
理
由
の
捉
え
方
を
ま
と
め
た
次
の
文
に
つ
い
て
、

空
欄
①
・
⑤
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
あ
と
の
ア
〜
エ
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
記
号
で

答
え
な
さ
い
。
ま
た
、
空
欄
②
〜
④
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
、
本
文
中
か
ら
抜
き
出

し
な
さ
い
。

虎
に
な
っ
た
当
初
、
李
徴
は
そ
の
理
由
が
わ
か
ら
ず
、
押
し
つ
け
ら
れ
た
も
の
を

お
と
な
し
く
受
け
取
り
、
理
由
も
わ
か
ら
ず
生
き
て
ゆ
く
こ
と
が

①

だ
と
考

え
て
い
た
。
し
か
し
今
で
は
、
そ
れ
は
自
分
の
臆
病
な

②

と
尊
大
な

③

の

せ
い
で
あ
り
、
妻
子
の
こ
と
よ
り
も
己
の
乏
し
い

④

を
優
先
す
る
男
だ
か
ら
、

こ
ん
な

⑤

に
な
っ
た
の
だ
、
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

ア

愛
情

イ

獣

ウ

人
間

エ

さ
だ
め

オ

無
念

①

②

③

④

⑤

17

山
月
記

小
説
︵
一
︶

◆二

32

32

33

袁
傪
に
「
お
れ
は
既
に
死
ん
だ
と
彼
ら
に
告
げ
て
も
ら
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
決

オ

会
話
と
地
の
文
の
関
係
に
着
目
し
て
、人
物
像
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

✔☐

振
り
返
ろ
う



全
体
の
構
成
を
理
解
し
よ
う

漢
字
・
語
句
を
確
認
し
よ
う

１

次
の―

―

線
部
の
漢
字
は
読
み
を
、
カ
タ
カ
ナ
は

漢
字
を
書
き
な
さ
い
。

①
セ
ツ
［

］
を
屈
す
る
。

②
シ
ガ
［

］
に
も
か
け
な
い
。

⑩
目
の
前
に
躍
［

］
り
出
る
。

③
名
を
ナ
［

］
す
。

④
格
調
が
コ
ウ
ガ
［

］
な
作
品
。

⑤
ヒ
ボ
ン
［

］
な
才
能
を
感
じ
さ
せ
る
。

⑥
シ
ュ
ウ
チ
シ
ン
［

］
を
も
つ
。

⑦
互
い
に
切
磋
琢
磨
［

］
す
る
。

⑧
俗
物
［

］
と
呼
ば
れ
る
。

⑨
小
細
工
を
弄
［

］
す
る
。

袁
傪
と
の
別
れ

（
80･

5
～
終
わ
り
） 

袁
傪
へ
の
依
頼

（
78･

14
～
80･

4
） 

李
徴
の
告
白
（
三
）

（
76･

7
～
78･

13
） 

李
徴
の
告
白
（
二
）

（
71･

5
～
76･

6
） 

李
徴
の
告
白
（
一
）

（
71･

14
～
74･

4
） 

李
徴
と

袁え

ん

傪さ

ん

の
再
会

（
70･

1
～
71･

13
） 

李り

徴
ち
ょ
う

の
発
狂
と

失
踪

し

っ

そ

う

（
初
め
～
69･

15
）

・
袁
傪
一
行
に
姿
を
見
せ
た
虎
は
、
再
び
そ
の
姿
を
見
な
か
っ
た
。

・
袁
傪
へ
の
依
頼
＝
故
郷
に
残
し
た
妻
子
の
今
後
を
袁
傪
に
頼
む
。

・
虎
に
な
っ
た
理
由
＝
〈
妻
子
よ
り
、
詩
業
を
気
に
か
け
る
こ
と
〉
と
自

嘲
。 

・
虎
に
な
っ
た
理
由
＝
〈
臆
病
な
自
尊
心
＋
尊
大
な
自
尊
心
］〉
と
語
る
。

・
袁
傪
へ
の
依
頼
＝
自
作
の
詩
の
伝
録
を
袁
傪
に
頼
む
。

・
今
の
思
い
を
、
即
席
の
詩
に
述
べ
る
。

・
虎
に
な
っ
た
理
由
も
わ
か
ら
ず
生
き
る
＝
生
き
物
の
さ
だ
め
と
語
る
。

・
し
だ
い
に
人
間
だ
っ
た
記
憶
も
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
悲
し
み
を
語
る
。

・
袁
傪
に
遭
遇→

草
む
ら
に
姿
を
隠
し
な
が
ら
も
、
再
会
を
喜
ぶ
虎
の
李

徴
。

官
吏

―

博
学

才さ

い

穎え

い

、
若
く
し
て
官
吏
と
な
る
が
、
ま
も
な
く
退
官
。

詩し

家か 
―

文
名
は
あ
が
ら
ず
、
生
活
は
貧
窮
、
詩
業
に
半
ば
絶
望
。

地
方
官
吏―

自
尊
心
を
傷
つ
け
ら
れ
発
狂
、
失
踪
す
る
。

山
月
記

中な
か

島じ
ま

敦
あ
つ
し

【
教
科
書

P.68~

P.81
】

心
情
の
表
現

●
〈
執
着
〉
す
る
心
を
捉
え
る
。

検印



文
章
の
理
解
を
深
め
よ
う

１
虎
に
な
る
前
の
李
徴
は
ど
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
、
捉
え

よ
う
。

１

主
人
公
・
李
徴
の
状
況
の
変
化
を
、
時
系
列
に
そ
っ
て
次
の
よ
う
に
ま
と

め
た
。
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
あ
と
か
ら
選
び
、
書
き
な
さ
い
。

官
吏
登
用
試
験
＝
①[ 

]
に
合
格
。

↓
 

江こ

う

南な

ん

尉い

と
な
る
が
、
い
く
ば
く
も
な
く
②[ 

]

。

 
 
↓
 

③[
 
 
]

に
帰
り
、
④[ 

 
 
]

に
専
念

す
る
。

 
 
↓
 

生
活
が
苦
し
く
な
り
、
⑤[ 

 
 
 
]

の
職
に
就
く
。

↓
 

公
用
の
旅
先
で
⑥[ 

 
]

し
、
⑦[ 

 
 
 
]

に

変
身
。

２

虎
に
な
る
前
の
李
徴
は
、
ど
の
よ
う
な
人
物
だ
っ
た
か
。
適
切
な
も
の
を

次
の
中
か
ら
三
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

知
識
豊
富
で
、
抜
き
ん
で
た
才
能
を
も
っ
て
い
た
。

イ

協
調
性
が
あ
り
、
他
の
官
吏
た
ち
と
共
に
行
動
し
た
。

ウ

自
分
の
意
志
を
固
く
守
っ
て
、
人
と
妥
協
し
な
か
っ
た
。

エ

そ
の
才
能
ゆ
え
に
、
人
か
ら
の
信
頼
が
非
常
に
厚
か
っ
た
。

オ

自
分
の
能
力
や
才
能
に
、
強
い
自
信
を
も
っ
て
い
た
。

３

「
い
く
ば
く
も
な
く
官
を
退
い
た
」
（
68
・
3
）
と
あ
る
が
、
李
徴
が

役
人
を
や
め
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
が
わ
か
る
一
文
を
本
文
中
か
ら
探

し
、
初
め
の
五
字
を
抜
き
出
し
な
さ
い
。

４

「
再
び
東
へ
赴
き
、
一
地
方
官
吏
の
職
を
奉
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
。
」

（
69
・
1
）
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
た
。
空
欄
に

あ
て
は
ま
る
語
句
を
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

・
①

を
養
う
た
め
に
、
仕
事
が
必
要
だ
っ
た
か
ら 

・
自
分
の
死
の
才
能
に
、
半
ば
②

し
た
か
ら
。

発
狂

故
郷

退
官

地
方
官
吏

虎

科
挙

詩
作

超
現
実
的
な
事
象
を
通
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
よ
う
。



２ 
「
袁え

ん

傪さ

ん

」
は
ど
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
、
捉
え
よ
う
。

１

「
袁
傪
」
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
た
。
空
欄
に
あ

て
は
ま
る
語
句
を
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

に
進
士
に
合
格
、
現
在
は
、
監 か

ん

察 さ

つ

御 ぎ

ょ

史 し

で
あ
る
。

・
李
徴
と
①

・
②

の
少
な
か
っ
た
李
徴
に
と
っ
て
、
最
も
親
し
い
友
だ
っ
た
。

・
③

な
性
格
で
、
李
徴
と
衝
突
し
な
か
っ
た
。

２

袁
傪
は
、
李り

徴
ち
ょ
う

に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
か
。
適
切
な
も
の

を
次
の
中
か
ら
二
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

何
事
に
お
い
て
も
自
分
よ
り
上
位
の
道
を
歩
ん
だ
、
う
と
ま
し
い
存
在
。

イ

自
分
も
得
ら
れ
た
は
ず
の
、
官
吏
と
し
て
の
栄
達
を
実
現
し
た
存
在
。

ウ

険
し
い
性
格
の
自
分
と
対
立
せ
ず
、
穏
や
か
に
受
け
止
め
て
く
れ
る
存

在
。

エ

自
分
を
恐
れ
て
ど
ん
な
命
令
に
も
従
っ
て
く
れ
る
、
手
下
の
よ
う
な
存

在
。

オ

若
い
頃
か
ら
の
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
、
わ
だ
か
ま
り
の
消
え
な
い
存
在
。

３

李
徴
が
、
自
分
が
虎
に
な
っ
た
理
由
を
ど
う
考
え
て
い
る
か
捉
え
よ
う
。

１

「
深
く

懼お

そ

れ
た
。
」
（
72
・
9
）
と
あ
る
が
、
何
を
恐
れ
た
の
か
。
空

欄
に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
、
本
文
中
か
ら
十
四
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

人
生
に
は

と
い
う
こ
と
。

２

「
こ
れ
は
恐
ろ
し
い
こ
と
だ
。
」（
73
・
7
）
と
あ
る
が
、
何
が
恐
ろ
し

い
の
か
。
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

①

と
し
て
の
時
間
が
長
く
、
②

の
心
に
返
る
時
間

が
短
く
な
り
、
い
ず
れ
消
え
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
。

３

「
そ
の
ほ
う
が
、
お
れ
は
し
あ
わ
せ

、
、
、
、
に
な
れ
る
だ
ろ
う
。
」
（
73
・
15
）

と
あ
る
理
由
と
し
て
適
切
な
も
の
を
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

虎
に
な
り
き
れ
ば
、
虎
と
し
て
の
自
分
の
行
動
を
、
人
間
の
心
で
恐
れ

た
り
悩
ん
だ
り
し
な
く
て
す
む
よ
う
に
な
る
か
ら
。

イ

人
間
で
い
る
よ
り
も
虎
に
な
っ
た
ほ
う
が
、
余
計
な
し
が
ら
み
も
な
く
、

自
由
に
詩
作
を
続
け
て
い
け
る
か
ら
。

ウ

人
間
だ
っ
た
こ
ろ
よ
り
も
、
虎
に
な
っ
た
今
の
ほ
う
が
仲
間
や
友
人
に

恵
ま
れ
て
い
る
か
ら
。

エ

人
間
で
い
る
よ
り
も
虎
に
な
っ
た
ほ
う
が
、
そ
の
世
界
で
高
い
地
位
を

得
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
ら
。

 



４

李
徴
は
、
今
で
も
記
憶
し
て
い
る
自
作
の
詩
を
「
伝
録
し
て
い
た
だ
き
た

い
の
だ
。」
（
74
・
10
）
と
頼
ん
だ
理
由
を
述
べ
て
い
る
一
文
を
本
文
中
か

ら
探
し
、
初
め
の
五
字
を
抜
き
出
し
な
さ
い
。

５

李
徴
は
、
虎
に
な
っ
た
理
由
を
「
思
い
当
た
る
こ
と
が
全
然
な
い
で
も
な

い
。
」（
76
・
11
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
何
か
。
こ
れ
よ
り
あ
と
の

本
文
中
か
ら
六
字
の
語
句
を
二
つ
抜
き
出
し
な
さ
い
。

・・
６

①
「
己
の

珠た

ま

に
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
恐
れ
る
が
ゆ
え
に
、
あ
え
て
刻
苦
し

て
磨
こ
う
と
も
せ
ず
」
（
77
・
5
）、
②
「
己
の
珠
な
る
べ
き
を
半
ば
信
ず

る
が
ゆ
え
に
、
碌
々

ろ
く
ろ
く

と
し
て
瓦
に
伍
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
」（
77
・

6
）
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
ず
つ

選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

自
分
の
才
能
の
限
界
を
知
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
師
に
つ
い
た
り
、
詩
友

と
交
わ
っ
た
り
し
て
、
自
分
を
磨
こ
う
と
し
な
か
っ
た
。

イ

自
分
の
才
能
に
自
信
が
も
て
な
い
た
め
、
人
前
に
出
る
こ
と
は
や
め
て
、

ひ
そ
か
に
自
分
を
磨
き
あ
げ
て
い
た
。

ウ

自
分
の
才
能
に
一
切
の
疑
い
を
も
た
ず
、
ど
ん
な
人
に
対
し
て
も
見
下

し
た
よ
う
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
。

エ

自
分
の
才
能
に
望
み
を
捨
て
き
れ
ず
、
そ
の
よ
う
な
強
い
自
負
心
か
ら
、

人
を
見
下
す
よ
う
な
ふ
る
ま
い
を
し
た
。

７

「
飢
え
凍
え
よ
う
と
す
る
妻
子
の
こ
と
よ
り
も
、
己
の
乏
し
い
詩
業
の
ほ

う
を
気
に
か
け
て
い
る
よ
う
な
男
」
（
79
・
12
）
と
は
、
ど
の
よ
う
な
男

か
。
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

詩
な
ど
書
い
て
い
る
、
現
実
離
れ
し
た
男
。

イ

ま
と
も
に
働
か
な
い
、
怠
け
心
の
強
い
男
。

ウ

決
断
を
先
延
ば
し
す
る
、
優
柔
不
断
な
男
。

エ

家
族
へ
の
愛
と
い
う
人
間
性
に
欠
け
た
男
。

８

最
後
に
李
徴
が
、
そ
れ
ま
で
身
を
隠
し
て
い
た
草
む
ら
を
出
て
、
自
ら
の

虎
と
な
っ
た
姿
を
袁
傪
の
目
に
さ
ら
し
た
の
は
な
ぜ
か
。
適
切
な
も
の
を
次

の
中
か
ら
二
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

自
分
の
話
が
本
当
だ
っ
た
こ
と
を
袁
傪
に
確
認
さ
せ
た
か
っ
た
た
め
。

イ

袁
傪
が
再
び
自
分
に
会
お
う
な
ど
と
思
わ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
。

ウ

袁
傪
に
恐
怖
心
を
与
え
て
自
分
と
の
約
束
を
守
ら
せ
る
た
め
。

エ

自
分
が
虎
に
な
っ
た
こ
と
を
誇
り
に
思
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
。

オ

人
間
世
界
へ
の
未
練
を
断
っ
て
虎
と
し
て
生
き
る
覚
悟
を
決
め
た
た
め
。

①

②



【
悲
田
院
の
堯げ
う

蓮れ
ん

上し
や
う

人に
ん

は
】

語
句
・
文
法
を
理
解
し
よ
う

一
次
の

線
部
の
語
句
の
本
文
中
で
の
意
味
を
答
え
な
さ
い
。

①

言
ひ
つ
る
こ
と
は
頼
ま
る
れ
、（
20
・
２
）

②

な
べ
て
、
心
や
は
ら
か
に
、（
20
・
６
）

③

い
な
び
が
た
く
て
、（
20
・
８
）

④

ひ
と
へ
に
す
く
よ
か
な
る
（
21
・
１
）

⑤

…
と
お
ぼ
え
侍
り
し
。（
21
・
６
）

二
次
の

線
部
の
係
助
詞
の
係
り
結
び
の
説
明
と
し
て
適
切
な
も
の
を
後
か
ら
選

び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

①

吾あ

妻づ
ま

人び
と

こ
そ
、
言
ひ
つ
る
こ
と
は
頼
ま
る
れ
、
都
の
人
は
、
こ
と

受
け
の
み
よ
く
て
、
実ま
こ
と

な
し
。（
20
・
２
）

②

そ
れ
は
さ
こ
そ
お
ぼ
す
ら
め
ど
も
、
己
は
都
に
久
し
く
住
み
て
、

慣
れ
て
見
侍
る
に
、
人
の
心
劣
れ
り
と
は
思
ひ
侍
ら
ず
。（
20
・
３
）

③

い
と
わ
き
ま
へ
ず
も
や
と
思
ひ
し
に
、（
21
・
３
）

ア
「
こ
そ
」
の
逆
接
用
法

イ

結
び
の
流
れ

ウ

結
び
の
省
略

文
章
の
内
容
を
読
み
取
ろ
う

一
「
そ
れ
は
さ
こ
そ
お
ぼ
す
ら
め
ど
も
、」（
20
・
3
）
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え

な
さ
い
。

①
「
そ
れ
」
と
は
何
を
指
す
か
、
本
文
中
の
語
句
で
答
え
な
さ
い
。

②
「
さ
」
が
指
し
て
い
る
内
容
に
あ
た
る
部
分
を
抜
き
出
し
、
最
初
と
最
後
の
五
字
を

答
え
な
さ
い
。（
句
読
点
を
含
む
。）

〜

二
「
人
の
心
劣
れ
り
」（
20
・
５
）
の
「
人
」
と
は
誰
の
こ
と
か
。
本
文
中
の
語
句
で

答
え
な
さ
い
。

三
「
心
に
く
く
な
り
て
、」（
21
・
４
）
と
あ
る
が
、
誰
が
、
誰
に
対
し
て
「
心
に
く

く
」
な
っ
た
の
か
答
え
な
さ
い
。

が

に
対
し
て

四
堯
蓮
上
人
は
、「
吾
妻
人
」
の
性
格
を
ど
の
よ
う
だ
と
述
べ
て
い
る
か
。
本
文
中
か

ら
抜
き
出
し
、
最
初
と
最
後
の
五
字
を
答
え
な
さ
い
。

〜

難

五
堯
蓮
上
人
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記

号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

堯
蓮
上
人
は
、
以
前
は
並
ぶ
も
の
が
い
な
い
程
の
武
者
だ
っ
た
が
、
世
を
は
か

な
ん
で
出
家
し
た
。

イ

堯
蓮
上
人
は
、
故
郷
の
人
が
訪
ね
て
来
て
都
の
人
を
「
実
な
し
。」
と
言
っ
た

こ
と
に
怒
っ
た
、
気
の
短
い
人
だ
っ
た
。

ウ

堯
蓮
上
人
は
吾
妻
出
身
な
の
で
、
言
葉
に
な
ま
り
が
あ
っ
て
荒
々
し
く
、
仏
典

の
詳
し
い
道
理
も
わ
き
ま
え
て
い
な
か
っ
た
。

エ

堯
蓮
上
人
は
、
都
の
人
と
吾
妻
人
双
方
の
長
所
・
短
所
、
生
活
環
境
が
も
た
ら

す
そ
の
特
質
を
深
く
理
解
し
て
い
た
。

【
あ
だ
し
野
の
露
消
ゆ
る
時
な
く
】

語
句
・
文
法
を
理
解
し
よ
う

一
次
の

線
部
の
語
句
の
本
文
中
で
の
意
味
を
答
え
な
さ
い
。

①

住
み
果
つ
る
な
ら
ひ
な
ら
ば
、（

・
２
）

②

い
か
に
も
の
の
あ
は
れ
も
な
か
ら
ん
。（

・
３
）

③

定
め
な
き
こ
そ
、
い
み
じ
け
れ
。（

・
４
）

④

こ
よ
な
う
の
ど
け
し
や
。（

・
８
）

⑤

飽
か
ず
、
惜
し
と
思
は
ば
、（

・
９
）

⑥

め
や
す
か
る
べ
け
れ
。（

・
３
）

⑦

か
た
ち
を
恥
づ
る
心
も
な
く
、（

・
４
）

二
次
の

線
部
の
助
詞
の
意
味
・
用
法
と
し
て
適
切
な
も
の
を
後
か
ら
選
び
、
記

号
で
答
え
な
さ
い
。

①

住
み
果
つ
る
な
ら
ひ
な
ら
ば
、（

・
２
）

②

千ち

年と
せ

を
過
ぐ
す
と
も
、（

・
９
）

③

命
長
け
れ
ば
辱は
ぢ

多
し
。（

・
２
）

ア

逆
接
の
仮
定
条
件

イ

順
接
の
確
定
条
件

ウ

順
接
の
仮
定
条
件

文
章
の
内
容
を
読
み
取
ろ
う

一
「
い
か
に
も
の
の
あ
は
れ
も
な
か
ら
ん
。」（

・
３
）
と
あ
る
が
、「
も
の
の
あ
は

れ
」
が
あ
る
状
態
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
す
か
。
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

あ
だ
し
野
の
露
が
消
え
る
時
が
な
く
、
鳥と
り

部べ

山や
ま

の
煙
が
い
つ
も
立
ち
の
ぼ
っ
て

い
る
よ
う
に
、
こ
の
世
に
最
後
ま
で
住
み
続
け
ら
れ
る
状
態
。

イ

あ
だ
し
野
の
露
が
消
え
る
時
が
な
く
、
鳥
部
山
の
煙
が
い
つ
も
立
ち
消
え
て
い

く
よ
う
に
、
こ
の
世
に
最
後
ま
で
住
み
続
け
ら
れ
る
状
態
。

ウ

あ
だ
し
野
の
露
が
常
に
消
え
て
い
き
、
鳥
部
山
の
煙
が
い
つ
も
立
ち
消
え
て
い

く
よ
う
に
、
こ
の
世
に
最
後
ま
で
は
住
み
続
け
ら
れ
な
い
状
態
。

エ

あ
だ
し
野
の
露
が
常
に
消
え
て
い
き
、
鳥
部
山
の
煙
が
い
つ
も
立
ち
の
ぼ
っ
て

い
く
よ
う
に
、
こ
の
世
に
最
後
ま
で
住
み
続
け
ら
れ
る
状
態
。

二
「
か
げ
ろ
ふ
の
夕
べ
を
待
ち
、
夏
の
蟬せ
み

の
春は
る

秋あ
き

を
知
ら
ぬ
」（

・
６
）
の
よ
う
な
表

現
法
を
何
と
い
う
か
、
漢
字
で
答
え
な
さ
い
。

三
「
長
く
と
も
四よ
そ
ぢ十
に
足
ら
ぬ
ほ
ど
に
て
死
な
ん
こ
そ
、
め
や
す
か
る
べ
け
れ
。」

（
・
２
）
と
考
え
る
理
由
と
し
て
適
さ
な
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答

え
な
さ
い
。

ア

四
十
歳
以
上
ま
で
活
躍
す
る
と
、
後
の
世
代
の
人
々
が
活
躍
で
き
な
い
か
ら
。

イ

容
姿
の
衰
え
を
気
に
し
な
い
で
人
中
に
出
て
行
く
よ
う
に
な
る
か
ら
。

ウ

子
孫
を
愛
し
、繁
栄
す
る
さ
ま
を
先
々
ま
で
も
見
た
い
と
執
着
す
る
か
ら
。

エ

現
世
の
名
利
を
欲
し
が
る
心
が
強
く
な
り
、情
趣
を
解
さ
な
く
な
る
か
ら
。

四
こ
の
段
の
主
題
を
表
す
一
文
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で

答
え
な
さ
い
。

ア

世
は
定
め
な
き
こ
そ
、
い
み
じ
け
れ
。（

・
４
）

イ

命
あ
る
も
の
を
見
る
に
、
人
ば
か
り
久
し
き
は
な
し
。（

・
５
）

ウ

住
み
果
て
ぬ
世
に
、
醜
き
姿
を
待
ち
え
て
何
か
は
せ
ん
。（

・
１
）

エ

命
長
け
れ
ば
辱
多
し
。（

・
２
）

14

第
一
部

教科書
P.22～31

▼
随
筆
に
表
現
さ
れ
た
筆
者
の
考
え
方
を
読
み
取
る

検印

徒
然
草
・・・・・・
兼
好
法
師

22

22

22

22
22

23

2322

2323

■1

22

22

23

22

22
23

23



①②③④⑤

言
ひ
つ
る
こ
と
は
頼
ま
る
れ
、（

・
２
）

な
べ
て
、
心
や
は
ら
か
に
、（

・
６
）

い
な
び
が
た
く
て
、（

・
８
）

ひ
と
へ
に
す
く
よ
か
な
る
（

・
１
）

…
と
お
ぼ
え
侍
り
し
。（

・
６
）
■

【
悲
田
院
の
堯げ
う

蓮れ
ん

上し
や
う

人に
ん

は
】

語
句
・
文
法
を
理
解
し
よ
う

一
次
の

線
部
の
語
句
の
本
文
中
で
の
意
味
を
答
え
な
さ
い
。

二
次
の

線
部
の
係
助
詞
の
係
り
結
び
の
説
明
と
し
て
適
切
な
も
の
を
後
か
ら
選

び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

①

吾あ

妻づ
ま

人び
と

こ
そ
、
言
ひ
つ
る
こ
と
は
頼
ま
る
れ
、
都
の
人
は
、
こ
と

受
け
の
み
よ
く
て
、
実ま
こ
と

な
し
。（

・
２
）

②

そ
れ
は
さ
こ
そ
お
ぼ
す
ら
め
ど
も
、
己
は
都
に
久
し
く
住
み
て
、

慣
れ
て
見
侍
る
に
、
人
の
心
劣
れ
り
と
は
思
ひ
侍
ら
ず
。（

・
３
）

③

い
と
わ
き
ま
へ
ず
も
や
と
思
ひ
し
に
、（

・
３
）

ア
「
こ
そ
」
の
逆
接
用
法

イ

結
び
の
流
れ

ウ

結
び
の
省
略

文
章
の
内
容
を
読
み
取
ろ
う

一
「
そ
れ
は
さ
こ
そ
思
す
ら
め
ど
も
、」（

・
3
）
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
な

さ
い
。

①
「
そ
れ
」
と
は
何
を
指
す
か
、
本
文
中
の
語
句
で
答
え
な
さ
い
。

②
「
さ
」
が
指
し
て
い
る
内
容
に
あ
た
る
部
分
を
抜
き
出
し
、
最
初
と
最
後
の
五
字
を

答
え
な
さ
い
。（
句
読
点
を
含
む
。）

〜

二
「
人
の
心
劣
れ
り
」（

・
５
）
の
「
人
」
と
は
誰
の
こ
と
か
。
本
文
中
の
語
句
で

答
え
な
さ
い
。

三
「
心
に
く
く
な
り
て
、」（

・
４
）
と
あ
る
が
、
誰
が
、
誰
に
対
し
て
「
心
に
く

く
」
な
っ
た
の
か
答
え
な
さ
い
。

が

に
対
し
て

四
堯
蓮
上
人
は
、「
吾
妻
人
」
の
性
格
を
ど
の
よ
う
だ
と
述
べ
て
い
る
か
。
本
文
中
か

ら
抜
き
出
し
、
最
初
と
最
後
の
五
字
を
答
え
な
さ
い
。

〜

五
堯
蓮
上
人
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記

号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

堯
蓮
上
人
は
、
以
前
は
並
ぶ
も
の
が
い
な
い
程
の
武
者
だ
っ
た
が
、
世
を
は
か

な
ん
で
出
家
し
た
。

イ

堯
蓮
上
人
は
、
故
郷
の
人
が
訪
ね
て
来
て
都
の
人
を
「
実
な
し
。」
と
言
っ
た

こ
と
に
怒
っ
た
、
気
の
短
い
人
だ
っ
た
。

ウ

堯
蓮
上
人
は
吾
妻
出
身
な
の
で
、
言
葉
に
な
ま
り
が
あ
っ
て
荒
々
し
く
、
仏
典

の
詳
し
い
道
理
も
わ
き
ま
え
て
い
な
か
っ
た
。

エ

堯
蓮
上
人
は
、
都
の
人
と
吾
妻
人
双
方
の
長
所
・
短
所
、
生
活
環
境
が
も
た
ら

す
そ
の
特
質
を
深
く
理
解
し
て
い
た
。

ア

あ
だ
し
野
の
露
が
消
え
る
時
が
な
く
、
鳥と
り

部べ

山や
ま

の
煙
が
い
つ
も
立
ち
の
ぼ
っ
て

い
る
よ
う
に
、
こ
の
世
に
最
後
ま
で
住
み
続
け
ら
れ
る
状
態
。

イ

あ
だ
し
野
の
露
が
消
え
る
時
が
な
く
、
鳥
部
山
の
煙
が
い
つ
も
立
ち
消
え
て
い

く
よ
う
に
、
こ
の
世
に
最
後
ま
で
住
み
続
け
ら
れ
る
状
態
。

ウ

あ
だ
し
野
の
露
が
常
に
消
え
て
い
き
、
鳥
部
山
の
煙
が
い
つ
も
立
ち
消
え
て
い

く
よ
う
に
、
こ
の
世
に
最
後
ま
で
は
住
み
続
け
ら
れ
な
い
状
態
。

エ

あ
だ
し
野
の
露
が
常
に
消
え
て
い
き
、
鳥
部
山
の
煙
が
い
つ
も
立
ち
の
ぼ
っ
て

い
く
よ
う
に
、
こ
の
世
に
最
後
ま
で
住
み
続
け
ら
れ
る
状
態
。

二
「
か
げ
ろ
ふ
の
夕
べ
を
待
ち
、
夏
の
蟬せ
み

の
春は
る

秋あ
き

を
知
ら
ぬ
」（
18
・
６
）
の
よ
う
な
表

現
法
を
何
と
い
う
か
、
漢
字
で
答
え
な
さ
い
。

三
「
長
く
と
も
四よ
そ
ぢ十

に
足
ら
ぬ
ほ
ど
に
て
死
な
ん
こ
そ
、
め
や
す
か
る
べ
け
れ
。」

（
19
・
２
）
と
考
え
る
理
由
と
し
て
適
さ
な
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答

え
な
さ
い
。

ア

四
十
歳
以
上
ま
で
活
躍
す
る
と
、
後
の
世
代
の
人
々
が
活
躍
で
き
な
い
か
ら
。

イ

容
姿
の
衰
え
を
気
に
し
な
い
で
人
中
に
出
て
行
く
よ
う
に
な
る
か
ら
。

ウ

子
孫
を
愛
し
、繁
栄
す
る
さ
ま
を
先
々
ま
で
も
見
た
い
と
執
着
す
る
か
ら
。

エ

現
世
の
名
利
を
欲
し
が
る
心
が
強
く
な
り
、情
趣
を
解
さ
な
く
な
る
か
ら
。

四
こ
の
段
の
主
題
を
表
す
一
文
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で

答
え
な
さ
い
。

ア

世
は
定
め
な
き
こ
そ
、
い
み
じ
け
れ
。（
18
・
４
）

イ

命
あ
る
も
の
を
見
る
に
、
人
ば
か
り
久
し
き
は
な
し
。（
18
・
５
）

ウ

住
み
果
て
ぬ
世
に
、
醜
き
姿
を
待
ち
え
て
何
か
は
せ
ん
。（
19
・
１
）

エ

命
長
け
れ
ば
辱
多
し
。（
19
・
２
）

徒
然
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二
「
項
王
即
日
因よ
リ
テ

留と
ど
メ
テ

沛
公ヲ

与と
も
ニ

飲ス

。」（
219
・
２
）
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
表
し

て
い
る
か
。
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

項
王
と
沛
公
が
和
解
し
た
こ
と
。

イ

項
王
と
沛
公
が
会
談
し
た
こ
と
。

ウ

項
王
と
沛
公
が
旧
知
の
仲
で
あ
る
こ
と
。

エ

項
王
と
沛
公
が
大
酒
飲
み
で
あ
る
こ
と
。

三
范は
ん

増ぞ
う

が
項
王
に
腰
の
「
玉ぎ
よ
く

玦け
つ

」（
219
・
５
）
を
挙
げ
て
見
せ
た
の
は
、
ど
の
よ
う

な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
、
説
明
し
な
さ
い
。

四
「
不
応ゼ

。」（
219
・
５
）
に
つ
い
て
、
項
王
が
こ
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
た
の
は
な

ぜ
か
。
そ
の
理
由
を
説
明
し
な
さ
い
。

五
「
為な
リ

人ト

不
忍ビ

。」（
219
・
６
）
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
説
明
し
な
さ
い
。

六
「
按あ
ん
ジ
テ

剣ヲ

而
跽ひ
ざ
ま
づ
キ
テ

」（
220
・
10
）
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

①

口
語
訳
し
な
さ
い
。

2
1

zz
z

z

③

能ク

復タ

飲ム

乎か

。（

・
５
）

書
き
下
し
文

口
語
訳

④

臣
死ス
ラ

且ツ

不
避ケ

。
卮し

酒し
ゆ

安い
づ
ク
ン
ゾ

足ラ
ン

辞ス
ル
ニ。（

・
５
）

書
き
下
し
文

口
語
訳

⑤

為ス
コ
ト

之ヲ

奈い
か
ん何

。（

・
６
）

書
き
下
し
文

口
語
訳

⑥

沛は
い

公こ
う

安ク
ニ
カ

在ル

。（

・

）

書
き
下
し
文

口
語
訳

文
章
の
内
容
を
読
み
取
ろ
う

一

①
「
入リ
テ

関ニ

」（

・

）
の
「
関
」、
②
「
見ユ
ル
ヲ

将
軍ニ

於
此こ
こ
ニ。」（

・

）
の

「
此
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
こ
を
指
し
て
い
る
か
、
答
え
な
さ
い
。

①

関

②

此

z
z

z

z
2

1

【
鴻こ
う

門も
ん

之の

会く
わ
い

】

語
句
・
句
形
を
理
解
し
よ
う

一
次
の
語
句
の
本
文
中
で
の
意
味
を
答
え
な
さ
い
。

①

旦た
ん

日じ
つ

（

・

）

②

郤げ
き　

　

（

・

）

③

東と
う

嚮き
や
う
ス

　

（

・
２
）

④

目ス

（

・
４
）

⑤

属

（

・
８
）

⑥

細
説　

（

・
１
）

⑦

間
行ス

（

・
４
）

⑧

豎じ
ゆ

子し

（

・
２
）

二
次
の
各
文
を
句
形
に
注
意
し
て
書
き
下
し
文
に
し
、
口
語
訳
し
な
さ
い
。

①

令し
ム

将
軍ヲ
シ
テ

与
臣
有ラ

郤げ
き

。（

・

）

書
き
下
し
文

口
語
訳

②
す且ま

さ
ニ

為ラ
ン
ト

所ト

虜と
り
こ
ト
ス
ル

。
（

・
８
）

書
き
下
し
文

口
語
訳

2
z

x

z
z

z

26
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▼
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二
「
項
王
即
日
因よ
リ
テ

留と
ど
メ
テ

沛
公ヲ

与と
も
ニ

飲ス

。」（

・
２
）
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
表
し

て
い
る
か
。
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

項
王
と
沛
公
が
和
解
し
た
こ
と
。

イ

項
王
と
沛
公
が
会
談
し
た
こ
と
。

ウ

項
王
と
沛
公
が
旧
知
の
仲
で
あ
る
こ
と
。

エ

項
王
と
沛
公
が
大
酒
飲
み
で
あ
る
こ
と
。

三
范は
ん

増ぞ
う

が
項
王
に
腰
の
「
玉ぎ
よ
く

玦け
つ

」（

・
５
）
を
挙
げ
て
見
せ
た
の
は
、
ど
の
よ
う

な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
、
説
明
し
な
さ
い
。

四
「
不
応ゼ

。」（

・
５
）
に
つ
い
て
、
項
王
が
こ
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
た
の
は
な

ぜ
か
。
そ
の
理
由
を
説
明
し
な
さ
い
。

五
「
為な
リ

人ト

不
忍ビ

。」（

・
６
）
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
説
明
し
な
さ
い
。

六
「
按あ
ん
ジ
テ

剣ヲ

而
跽ひ
ざ
ま
づ
キ
テ

」（

・

）
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

①

口
語
訳
し
な
さ
い
。

2
1

zz
z

z

②

項
王
を
こ
の
よ
う
な
態
勢
に
追
い
こ
ん
だ
の
は
何
か
。
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か

ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

樊は
ん

噲か
い

の
乱
暴
な
言
葉
づ
か
い
。

イ

樊
噲
の
す
さ
ま
じ
い
怒
気
。

ウ

樊
噲
の
不
遜
な
態
度
。

エ

樊
噲
の
横
柄
な
態
度
。

七
次
の
図
は
鴻
門
之
会
の
宴
席
の
座
席
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
誰
が
ど

こ
に
座
っ
て
い
る
か
、
全
員
の
名
前
を
本
文
中
（

・
２
〜

・
４
）
よ
り
抜
き
出

し
な
さ
い
。

北東南

北

西 東

南

西

八
「
虎こ

狼ら
う

之
心
」（

・
６
）
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
説
明
し
て
い
る
部
分
を
本
文

中
よ
り
抜
き
出
し
な
さ
い
。（
訓
点
は
不
要
。）

九
「
聴キ
テ

細
説ヲ

、
欲ス

誅ち
ゆ
う
セ
ン
ト

有
功
之
人ヲ

。」（

・
１
）
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え

な
さ
い
。

①

口
語
訳
し
な
さ
い
。

2
1

z
2

1

③

能ク

復タ

飲ム

乎か

。（
221
・
５
）

書
き
下
し
文

口
語
訳

④

臣
死ス
ラ

且ツ

不
避ケ

。
卮し

酒し
ゆ

安い
づ
ク
ン
ゾ

足ラ
ン

辞ス
ル
ニ。（

221
・
５
）

書
き
下
し
文

口
語
訳

⑤

為ス
コ
ト

之ヲ

奈い
か
ん何
。（
222
・
６
）

書
き
下
し
文

口
語
訳

⑥

沛は
い

公こ
う

安ク
ニ
カ

在ル

。（
223
・
10
）

書
き
下
し
文

口
語
訳

文
章
の
内
容
を
読
み
取
ろ
う

一

①
「
入リ
テ

関ニ

」（
218
・
13
）
の
「
関
」、
②
「
見ユ
ル
ヲ

将
軍ニ

於
此こ
こ
ニ。」（

218
・
14
）
の

「
此
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
こ
を
指
し
て
い
る
か
、
答
え
な
さ
い
。

①

関

②

此

z
z

z

z
2

1

史
伝

史
記
司
馬
遷

❖
教
科
書

P.217
〜

P.230

【
鴻こ
う

門も
ん

之の

会く
わ
い

】

語
句
・
句
形
を
理
解
し
よ
う

一
次
の
語
句
の
本
文
中
で
の
意
味
を
答
え
な
さ
い
。

①

旦た
ん

日じ
つ

（
218
・
11
）

②

郤げ
き

（
218
・
15
）

③

東と
う

嚮き
や
う
ス

（
219
・
２
）

④

目ス

（
219
・
４
）

⑤

属

（
219
・
８
）

⑥

細
説

（
222
・
１
）

⑦

間
行ス

（
223
・
４
）

⑧

豎じ
ゆ

子し

（
224
・
２
）

二
次
の
各
文
を
句
形
に
注
意
し
て
書
き
下
し
文
に
し
、
口
語
訳
し
な
さ
い
。

①

令し
ム

将
軍ヲ
シ
テ

与
臣
有ラ

郤げ
き

。（
218
・
14
）

書
き
下
し
文

口
語
訳

②
す且ま

さ
ニ

為ラ
ン
ト

所ト

虜と
り
こ
ト
ス
ル

。
（
219
・
８
）

書
き
下
し
文

口
語
訳
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②
「
有
功
之
人
」
と
は
誰
を
指
す
か
。
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で

答
え
な
さ
い
。

ア

項
王

イ

樊
噲

ウ

范
増

エ

沛
公

十
「
如い

今ま

人ハ

方ま
さ
ニ

為た
リ

刀た
う

俎そ

、
我ハ

為リ

魚
肉
。
何ゾ

辞ス
ル
ヲ

為サ
ン。」（

・
７
）
と
あ
る
が
、「
刀

俎
」「
魚
肉
」
と
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
た
と
え
て
い
る
か
、
説
明
し
な

さ
い
。

十一「
度は
か
リ

我ノ

至レ
ル
ヲ

軍
中ニ

、
公
乃チ

入レ

。」（

・
５
）
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

①

口
語
訳
し
な
さ
い
。

②
「
公
」
と
は
誰
を
指
す
か
、
答
え
な
さ
い
。

十二「
聞キ

大
王
有リ
ト

意
督
―過ス
ル
ニ之ヲ

、
脱シ
テ

身ヲ

独リ

去レ
リ。」（

・

）
に
つ
い
て
、
次
の
問
い

に
答
え
な
さ
い
。

①

口
語
訳
し
な
さ
い
。
2

1
2

1

3
2

1

2
x
3
2

1
z

②
「
大
王
」「
之
」
が
指
し
て
い
る
人
物
を
そ
れ
ぞ
れ
答
え
な
さ
い
。

大
王

之

十三
范
増
が
「
唉あ
あ

、
豎じ
ゆ

子し

不
足ラ

与ニ

謀ル
ニ。」（

・
２
）
と
嘆
い
た
の
は
な
ぜ
か
。
理
由

と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

項
王
は
、
沛
公
を
そ
の
ま
ま
帰
せ
ば
、
曹
無
傷
が
殺
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
わ

か
ら
な
い
暗
愚
な
君
主
だ
か
ら
。

イ

沛
公
は
お
だ
て
て
利
用
す
べ
き
人
物
で
あ
る
の
に
、
逆
に
項
王
が
お
だ
て
ら
れ
、

利
用
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
。

ウ

項
王
が
沛
公
を
殺
害
す
る
機
会
を
自
ら
逃
し
た
こ
と
で
、
天
下
は
沛
公
の
も
の

に
な
る
と
確
信
し
た
か
ら
。

エ

樊
噲
の
剛
胆
さ
や
張ち
ょ
う

良り
ょ
う

の
贈
り
物
に
心
を
許
し
て
し
ま
う
、
項
王
の
精
神
的
な

幼
さ
に
嫌
気
が
さ
し
た
か
ら
。

十四
范
増
は
、
ど
ん
な
気
持
ち
で
会
見
に
臨
ん
で
い
た
か
。
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か

ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

沛
公
の
配
下
に
あ
る
有
能
な
武
将
を
、
自
軍
に
引
き
入
れ
ら
れ
る
と
期
待
し
て

い
た
。
し
か
し
、
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
た
め
、
不
安
を
覚
え
た
。

イ

自
分
た
ち
の
権
力
を
沛
公
側
に
見
せ
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
好
機
と
み
て
い
た
。

し
か
し
、
項
王
に
は
そ
の
気
が
な
い
こ
と
が
わ
か
り
、
落
胆
し
た
。

ウ

項
王
と
沛
公
が
和
解
す
る
絶
好
の
機
会
だ
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
沛
公
が

酒
に
酔
っ
て
退
出
し
て
し
ま
い
、
和
解
で
き
ず
に
残
念
に
思
っ
た
。

エ

項
王
が
天
下
を
取
る
た
め
、
沛
公
を
殺
害
す
る
好
機
と
み
て
い
た
。
し
か
し
、

討
ち
漏
ら
し
た
こ
と
で
、
天
下
は
沛
公
の
手
中
に
収
ま
る
と
悟
っ
た
。

z
2

1

28
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 3
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43
 5

43
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【
四
面
楚そ

歌か

】

語
句
・
句
形
を
理
解
し
よ
う

一
次
の
語
句
の
本
文
中
で
の
意
味
を
答
え
な
さ
い
。

①

壁ス　
　
（

・
１
）

②

飲ス　
　
（

・
４
）

③

和ス

（

・
９
）

④

左
右
（

・
９
）

二
次
の
各
文
を
句
形
に
注
意
し
て
書
き
下
し
文
に
し
、
口
語
訳
し
な
さ
い
。

①

可ベ
キ

奈い
か
ん
ス何（

・
８
）

書
き
下
し
文

口
語
訳

②

莫な
シ

能よ
ク

仰ギ

視み
ル
モ
ノ。（

・

）

書
き
下
し
文

口
語
訳

文
章
の
内
容
を
読
み
取
ろ
う

一
「
漢
皆
已す
で
ニ

得タ
ル

楚ヲ

乎か

。
是こ
レ

何ゾ

楚
人
之の

多キ

也や

。」（

・
３
）
と
い
う
言
葉
に
こ
め
ら

れ
た
項
王
の
思
い
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

故
国
の
楚
の
人
た
ち
を
救
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
決
意
す
る
思
い
。

イ

故
国
の
楚
が
漢
の
手
に
落
ち
て
し
ま
っ
た
の
か
と
い
う
絶
望
の
思
い
。

ウ

故
国
の
楚
の
人
た
ち
に
ま
で
背
か
れ
た
の
か
と
茫ぼ
う

然
と
す
る
思
い
。

エ

自
分
を
取
り
囲
ん
で
楚
歌
を
歌
う
故
国
の
人
た
ち
に
激
怒
す
る
思
い
。

2
1

2
1z

二
「
飲ス

帳
中ニ

。」（

・
４
）
の
趣
旨
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記

号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

こ
れ
か
ら
の
戦
い
に
向
け
て
、
将
兵
た
ち
の
士
気
を
鼓
舞
す
る
た
め
。

イ

敵
に
数
重
に
も
包
囲
さ
れ
、
食
糧
も
尽
き
て
き
た
不
安
を
紛
ら
わ
す
た
め
。

ウ

寵
ち
ょ
う

愛あ
い

し
た
虞ぐ

美
人
や
生
死
を
と
も
に
し
て
き
た
将
兵
た
ち
と
決
別
す
る
た
め
。

エ

包
囲
さ
れ
て
い
る
現
状
を
打
開
す
る
戦
略
を
、
将
兵
た
ち
と
練
る
た
め
。

三
「
歌フ
コ
ト

数す
う

闋け
つ

、
美
人
和ス

之ニ

。」（

・
９
）
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
項
王
と
虞
美

人
の
心
情
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

項
王
は
繰
り
返
し
歌
う
こ
と
で
悲
痛
な
感
慨
を
自
ら
に
言
い
聞
か
せ
、
虞
美
人

は
悲
運
を
理
解
で
き
ず
た
だ
合
わ
せ
て
歌
う
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
。

イ

項
王
は
繰
り
返
し
歌
う
こ
と
で
鬱
積
し
た
心
情
を
吐
露
し
、
虞
美
人
は
項
王
の

嘆
き
を
理
解
し
合
わ
せ
て
歌
う
こ
と
で
慰
め
よ
う
と
し
た
。

ウ

項
王
は
繰
り
返
し
歌
う
こ
と
で
虞
美
人
に
悲
運
を
理
解
さ
せ
よ
う
と
し
、
虞
美

人
は
不
承
な
が
ら
も
あ
き
ら
め
悲
運
の
到
来
を
納
得
し
た
。

エ

項
王
は
繰
り
返
し
歌
う
こ
と
で
悲
痛
な
感
慨
を
自
ら
と
虞
美
人
と
に
言
い
聞
か

せ
、
虞
美
人
は
我
が
身
に
ふ
り
か
か
る
悲
運
の
到
来
を
理
解
し
納
得
し
た
。

2
1

z

史
記

29

46
 3

46
10

46
 4

46  46  46  46
10  10   4    146 

46 8 
11

二■三　
史
伝

難✔☐

振
り
返
ろ
う

作
品
の
背
景
を
理
解
し
、
登
場
人
物
の
立
場
や
役
割
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
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