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学 

一
般
選
抜
１
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（
Ａ
方
式
） 

国
語 

問
題
用
紙 

 

【
注
意
事
項
】 

一
、 

試
験
開
始
の
合
図
が
あ
る
ま
で
、
問
題
用
紙
は
開
か
な
い
こ
と
。 

二
、 

設
問 

一 

現
代
文
は
共
通
問
題
で
あ
る
。
全
員
解
答
す
る
こ
と
。 

三
、 

設
問 

二 

現
代
文
と
設
問 

三 
古
文
は
選
択
問
題
で
あ
る
。
い
ず
れ
か
一
方
を
選
択
し
解
答
す
る
こ
と
。 

四
、 

解
答
は
、
解
答
用
紙
に
記
入
す
る
こ
と
。 

（
設
問 

一
・
二 

用
、
ま
た
は
、
設
問 

一
・
三 

用
の
い
ず
れ
か
を
使
用
す
る
。
） 

五
、 

「
始
め
」
の
合
図
と
と
も
に
、
解
答
用
紙
の
所
定
欄
に
、
受
験
番
号
と
氏
名
を
記
入
す
る
こ
と
。 
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〈
共
通
問
題
〉 

 
一 
次
の
【Ⅰ

】
と
【Ⅱ

】
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。 

 

【Ⅰ

】 

 

歴
史
は
、
世
界
を
空
間
だ
け
に
沿
っ
て
見
る
も
の
で
は
な
く
て
、
時
間
に
沿
っ
て
見
る
も
の
だ
。
そ
の
時
間
を
ど
う
認
識
す
る
か
は
、

人
間
の
集
団
ご
と
に
、
ひ
じ
ょ
う
に
違
う
。 

 

去
年
の
こ
と
で
も
、
三
年
ま
え
の
こ
と
で
も
、
百
年
ま
え
の
こ
と
で
も
、
た
だ
「
む
か
し
」
と
い
う
だ
け
で
区
別
し
な
い
人
た
ち
も
い

れ
ば
、
今
日
の
午
前
に
起
こ
っ
た
事
件
と
、
あ
と
の
午
後
に
起
こ
っ
た
事
件
の
時
間
の
差
を
問
題
に
し
て
、
区
別
す
る
人
た
ち
も
い
る
。

A
時
間
の
認
識
の
し
か
た
は
文
化
な
の
で
あ
る
。 

 

時
間
の
観
念
は
文
化
だ
か
ら
、
文
明
に
よ
っ
て
、
社
会
に
よ
っ
て
、
お
お
い
に
違
う
。
ま
た
違
っ
て
当
然
だ
。(

 
 

① 
 

)

、
時
間
の

管
理
の
し
か
た
も
、
文
明
に
よ
っ
て
違
っ
て
く
る
。 

 

時
間
を
一
定
不
変
の
歩
調
で
進
行
す
る
も
の
だ
と
考
え
て
、
日
・
月
・
年
に
一
連
番
号
を
振
っ
て
、
暦
を
作
り
、
時
間
軸
に
沿
っ
て
起

こ
る
事
件
を
暦
に
よ
っ
て
管
理
し
て
、
記
録
に
と
ど
め
る
と
い
う
技
術
は
、
き
わ
め
て
高
度
に
発
達
し
た
技
術
で
あ
っ
て
、
人
類
が
自
然

に
持
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。 

 

時
間
と
空
間
の
両
方
に
ま
た
が
っ
て
、
人
間
の
世
界
を
説
明
す
る
歴
史
と
い
う
も
の
も
、
自
然
界
に
は
じ
め
か
ら
存
在
す
る
も
の
で
は

な
く
て
、
文
化
の

⒜
リ
ョ
ウ
ブ
ン
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
歴
史
は
文
化
で
あ
り
、
人
間
の
集
団
に
よ
っ
て
文
化
は
違
う
か
ら
、
集
団
ご

と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
「
こ
れ
が
歴
史
だ
」
と
い
う
も
の
が
で
き
、
ほ
か
の
集
団
が
「
こ
れ
が
歴
史
だ
」
と
主
張
す
る
も
の
と
違
う
と
い
う
こ

と
も
起
こ
り
う
る
。 

 

し
か
も
、
暦
を
作
っ
て
時
間
を
管
理
す
る
こ
と
と
、
記
録
を
と
る
こ
と
だ
け
で
は
、
歴
史
が
成
立
す
る
の
に
十
分
な
条
件
に
は
な
ら
な
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い
。 

 
B
歴
史
の
成
立
に
は
、
も
う
一
つ
、
ひ
じ
ょ
う
に
重
要
な
条
件
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
事
件
と
事
件
の
間
に
は
因
果
関
係
が
あ
る
と
い
う

感
覚
だ
。
こ
れ
こ
れ
こ
う
い
う
事
件
は
、
時
間
で
は
そ
の
ま
え
に
あ
っ
た
こ
れ
こ
れ
こ
う
い
う
事
件
の
結
果
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
の
影

響
で
、
起
こ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
。 

 

こ
れ
は
、
こ
の
世
界
で
起
こ
る
事
件
は
、
そ
れ
ぞ
れ
関
連
が
あ
る
、
あ
る
い
は
あ
る
は
ず
だ
と
考
え
る
こ
と
だ
。
こ
う
い
う
考
え
か
た

は
、
現
代
人
、
こ
と
に
日
本
人
の
あ
い
だ
で
は
、
ご
く
あ
た
り
ま
え
の
考
え
か
た
だ
け
れ
ど
も
、
実
は
世
界
の
な
か
で
は
、
人
類
の
な
か

で
は
、
ど
う
も
少
数
派
の
感
じ
か
た
、
考
え
か
た
ら
し
い
。 

 

こ
こ
で
念
を
押
す
と
、
直
進
す
る
時
間
の
観
念
と
、 

 
 

 

C 
 

 
 

と
、
文
字
で
記
録
を
つ
く
る
技
術
と
、
も
の
ご
と
の
因
果

関
係
の
思
想
の
四
つ
が
そ
ろ
う
こ
と
が
、
歴
史
が
成
立
す
る
た
め
の

⒝
ゼ
ン
テ
イ
条
件
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
こ
う
い
う
条
件
の
な

い
と
こ
ろ
に
は
、
厳
密
な
意
味
の
「
歴
史
」
は
成
立
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
現
に
世
界
の
文
明
の
な
か
に
は
、
歴
史
と
い
う
文

化
要
素
が
ま
っ
た
く
な
い
か
、
あ
っ
て
も
弱
い
文
明
が
い
く
ら
も
あ
る
。 

 

そ
の
な
か
で
、
D
も
と
も
と
歴
史
と
い
う
も
の
の
な
い
文
明
の
代
表
は
イ
ン
ド
文
明
だ
。
イ
ン
ド
に
は
、
ひ
じ
ょ
う
に
古
い
時
代
か
ら

都
市
生
活
が
あ
っ
て
、
王
が
い
て
、
政
治
が
あ
っ
て
、
文
字
の
記
録
が
あ
っ
て
、
商
業
、
工
業
、
そ
の
他
の
産
業
が
盛
ん
で
、
富
も

⒞
チ

ク
セ
キ
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
イ
ン
ド
に
は
歴
史
と
い
う
文
化
は
、
ご
く
最
近
ま
で
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。 

 

イ
ン
ド
人
が
歴
史
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
厳
密
に
言
う
と
、
一
八
五
八
年
に
、
最
後
の
ム
ガ
ル
皇
帝
が

⒟
ハ
イ
イ
さ
れ
て
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
が
イ
ン
ド
皇
帝
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。 

 
(
 

 

② 
 

)

、
東
イ
ン
ド
会
社
か
ら
大
英
帝
国
が
イ
ン
ド
の

⒠
ト
ウ
チ
を
ひ
き
つ
い
だ
時
点
か
ら
、
イ
ン
ド
の
歴
史
が
は
じ
ま
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
か
ら
後
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
常
識
で
言
う
歴
史
の
見
か
た
で
、
イ
ン
ド
と
い
う
世
界
を
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

実
は
そ
れ
以
前
の
イ
ン
ド
で
も
、
日
付
の
あ
る
記
録
は
あ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
そ
れ
も
十
三
世
紀
ま
で
し
か
さ
か
の
ぼ
れ
な
い
。
十
三

世
紀
の
は
じ
め
に
、
北
イ
ン
ド
の
デ
リ
ー
に
「
奴
隷
王
朝
」
と
呼
ば
れ
る
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
ト
ル
コ
人
と
ア
フ
ガ
ン
人
の
政
権
が
で
き
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た
。
そ
の
と
き
か
ら
あ
と
は
、
歴
代
の
君
主
の
在
位
期
間
や
、
政
治
的
な
事
件
の
記
録
が
あ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 
イ
ン
ド
文
明
に
は
も
と
も
と
、
歴
史
と
い
う
文
化
要
素
が
な
か
っ
た
と
こ
ろ
へ
、
イ
ス
ラ
ム
文
明
が
歴
史
を
持
ち
こ
ん
だ
と
い
え
る
。

そ
う
い
う
わ
け
で
、
イ
ン
ド
文
明
全
体
と
し
て
は
、
歴
史
は
支
配
的
な
文
化
要
素
に
は
な
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
十
三
世
紀
か
ら
十
九

世
紀
ま
で
、
イ
ン
ド
の
支
配
階
級
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
だ
っ
た
か
ら
、
そ
の
範
囲
で
は
イ
ス
ラ
ム
的
な
歴
史
が
理
解
さ
れ
て
い
た
。 

 
(
 

 

③ 
 

)
、
イ
ン
ド
文
明
は
、
あ
れ
ほ
ど
起
源
が
古
く
、
水
準
が
高
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歴
史
と
い
う
文
化
が
な
ぜ
発
達
し

な
か
っ
た
か
。
そ
れ
は
イ
ン
ド
文
明
に
特
有
な
転
生
（
魂
の
生
ま
れ
変
わ
り
）
の
思
想
か
ら
来
て
い
る
。 

 

日
本
に
伝
わ
っ
た
仏
教
用
語
で
説
明
す
る
と
、
衆
生
（
生
物
）
は
、
そ
の
形
に
よ
っ
て
、「
六
道
」
と
い
う
、
六
種
類
の
存
在
に
分
か
れ

る
。
「
天
」
（
神
々
）
、
「
阿
修
羅
」
（
悪
魔
）
、
「
人
間
」
、
「
畜
生
」
（
動
物
）
、
「
餓
鬼
」
（
幽
霊
）
、
「
地
獄
」
の
六
種
類
の
衆
生
が
あ
る
。 

 

天
の
神
々
か
ら
地
獄
の
住
民
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
長
い
短
い
の
差
は
あ
る
け
れ
ど
も
寿
命
が
あ
っ
て
、
寿
命
が
尽
き
る
と
、
魂
が

死
体
を
抜
け
出
し
て
、
七
七
、
四
十
九
日
の
間
「
中
有
」（
中
間
的
存
在
）
に
在
っ
て
、
中
有
の
期
間
が
終
わ
る
と
、
つ
ぎ
の
生
物
に
生
ま

れ
変
わ
る
（
転
生
す
る
）
。
こ
の
サ
イ
ク
ル
が
「
輪
廻
」
で
あ
る
。 

 

こ
の
輪
廻
・
転
生
の
思
想
は
、
イ
ン
ド
文
明
に
固
有
の
も
の
で
、
仏
教
に
か
ぎ
ら
ず
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
も
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
も
、
こ
の
思

想
が
基
本
に
な
っ
て
い
る
。 

 
(
 

 

④ 
 

)

、
こ
の
輪
廻
の
思
想
で
は
、
来
世
で
ど
ん
な
種
類
の
生
物
に
生
ま
れ
変
わ
る
か
、
ま
た
生
ま
れ
変
わ
っ
て
か
ら
、
ど
ん
な

生
涯
を
た
ど
る
か
は
、

⒡
今
生
で
ど
ん
な
行
為
（
業 ご

う

）
を
積
ん
だ
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
前
世
が
原
因
で
、
今
生
が
結
果
、
今
生
が
原
因

で
、
来
世
が
結
果
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

こ
う
い
う
輪
廻
・
転
生
の
思
想
が
基
礎
に
あ
る
と
こ
ろ
に
、
歴
史
家
が
生
ま
れ
た
と
す
る
。
そ
こ
で
歴
史
を
書
こ
う
と
思
い
た
っ
て
も
、

技
術
的
に
不
可
能
だ
。
人
間
界
の
で
き
ご
と
だ
け
を
記
録
し
て
み
て
も
、
人
間
界
の
で
き
ご
と
は
、
人
間
界
の
範
囲
内
だ
け
で
因
果
関
係

が
成
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
間
界
の
あ
る
事
件
は
、
天
上
界
の
事
件
の
結
果
か
も
し
れ
な
い
し
、
魔
界
の
事
件
の
結
果
か
も
し

れ
な
い
し
、
動
物
界
の
事
件
の
結
果
か
も
し
れ
な
い
し
、
お
化
け
の
世
界
の
事
件
の
結
果
か
も
し
れ
な
い
し
、
地
獄
界
の
事
件
の
結
果
か
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も
し
れ
な
い
。 

 
そ
う
い
う
よ
う
に
、
人
間
で
あ
る
歴
史
家
の
目
の
と
ど
か
な
い
と
こ
ろ
で
起
こ
っ
た
事
件
ま
で

⒢
カ
ン
ジ
ョ
ウ
に
入
れ
な
け
れ
ば
、
人

間
界
の
事
件
の
因
果
関
係
は
た
ど
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
人
間
界
だ
け
に
範
囲
を
か
ぎ
っ
た
歴
史
は
成
り
立
た
な
い
。
だ
か
ら
、

輪
廻
・
転
生
を
否
定
す
る
イ
ス
ラ
ム
教
が
入
っ
て
く
る
ま
で
、
イ
ン
ド
に
は
歴
史
と
い
う
観
念
が
な
か
っ
た
わ
け
だ
。 

そ
の
上
に
、
時
間
の
流
れ
の
受
け
取
り
か
た
が
、
文
明
に
よ
っ
て
違
う
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
輪
廻
・
転
生
と
い
う
思
想
の
基
本
に
は
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

E 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
と
い
う
感
覚
が
あ
る
。
時

間
を
こ
う
い
う
ふ
う
に
感
じ
る
と
こ
ろ
で
は
、
時
間
軸
に
沿
っ
て
、
物
事
の

⒣
ス
ジ
ミ
チ
を
語
る
と
い
う
、
日
本
や
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ

う
な
歴
史
の
あ
る
文
明
で
、
歴
史
が
果
た
す
重
要
な
機
能
が
成
り
立
た
な
い
。 

 

そ
の
た
め
に
イ
ン
ド
文
明
で
は
、
目
の
ま
え
の
現
象
の
説
明
に
神
話
が
使
わ
れ
る
。(

 
 

⑤ 
 

)

、
こ
の
世
界
は
、

⒤
イ
ダ
イ
な
神
の

夢
の
な
か
の
世
界
だ
、
と
か
、
神
の
あ
る
気
ま
ぐ
れ
が
、
こ
の
地
上
の
あ
る
で
き
ご
と
を
引
き
起
こ
す
、
と
か
い
う
具
合
に
、
神
話
と
現

実
と
が
直
結
し
て
し
ま
う
。
イ
ン
ド
文
明
で
、
神
話
と
現
実
、
宗
教
と
日
常
生
活
、
神
々
の
世
界
と
人
間
界
が
密
接
に
関
連
し
て
い
る
の

は
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
来
て
い
る
。 

 

そ
う
い
う
こ
と
で
、
世
界
の
文
明
に
は
、
歴
史
の
あ
る
文
明
だ
け
で
な
く
、
歴
史
の
な
い
文
明
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
歴
史
が
成
立
し

な
い
原
因
の
う
ち
で
、
お
も
な
の
は
、
時
間
の
観
念
の
違
い
と
、
因
果
関
係
の
観
念
の
あ
る
な
し
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

（
岡
田
英
弘
『
歴
史
と
は
な
に
か
』
に
よ
る
） 

  

【Ⅱ

】 

 

F
歴
史
小
説
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
が
、
歴
史
家
の
叙
述
す
る
歴
史
も
ま
た
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
い
も
の
の
、「
物
語
」
に
は
な

っ
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
、
現
実
に
起
こ
っ
た
歴
史
を
そ
の
ま
ま
知
る
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
家
は
様
々
な

⒥
シ
ョ
ウ
コ
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を
も
と
に
し
て
、
時
間
的
展
開
の
あ
る
出
来
事
を
言
葉
で
語
る
の
で
あ
っ
て
、
完
全
に
客
観
的
な
叙
述
に
は
な
ら
な
い
。
出
来
事
Ａ
と
出

来
事
Ｂ
を
つ
な
げ
て
書
く
だ
け
で
も
、
そ
こ
に
因
果
関
係
を
作
り
出
す
こ
と
に
な
る
し
、
何
を
書
い
て
何
を
書
か
な
い
か
も
歴
史
家
は
選

択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
歴
史
小
説
の
よ
う
な
完
全
な
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
の
境
目
は
程
度
問
題
で
あ
る
。 

（
橋
本
陽
介
『
物
語
論 

基
礎
と
応
用
』
に
よ
る
） 

  

問
一 

波
線
部

⒜
「
リ
ョ
ウ
ブ
ン
」
、

⒝
「
ゼ
ン
テ
イ
」
、

⒞
「
チ
ク
セ
キ
」
、

⒟
「
ハ
イ
イ
」
、

⒠
「
ト
ウ
チ
」
、

⒢
「
カ
ン
ジ
ョ
ウ
」
、 

⒣
「
ス
ジ
ミ
チ
」
、

⒤
「
イ
ダ
イ
」
、

⒥
「
シ
ョ
ウ
コ
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
漢
字
に
直
せ
。 

 

問
二 

波
線
部

⒡
「
今
生
」
の
読
み
を
、
ひ
ら
が
な
で
答
え
よ
。 

 

問
三 

空
欄(

 
 

① 
 

)

～(
 

 

⑤ 
 

)

に
あ
て
は
ま
る
語
と
し
て
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
番
号
で

答
え
よ
（
番
号
は
重
複
で
き
な
い
）
。 

 

１ 

つ
ま
り 

 
 

２ 

た
と
え
ば 

 
 

３ 

と
こ
ろ
で 

 
 

４ 

で
は 

 
 

５ 

だ
か
ら 
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問
四 

傍
線
部
A
「
時
間
の
認
識
の
し
か
た
は
文
化
な
の
で
あ
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、

次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。 

  
 

 

１ 
地
球
上
に
生
き
る
人
類
に
と
っ
て
、
時
間
の
経
過
は
常
に
一
律
で
あ
り
、
個
人
の
感
覚
を
超
越
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
。 

 
 

 

２ 

時
間
の
感
覚
は
、
人
そ
れ
ぞ
れ
で
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
時
々
の
気
分
に
よ
っ
て
も
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
。 

 
 

 

３ 

時
間
の
区
分
や
記
録
は
、
文
明
が
発
達
す
る
に
つ
れ
て
、
大
雑
把
な
状
態
か
ら
緻
密
な
状
態
へ
と
進
化
す
る
と
い
う
こ
と
。 

 
 

 

４ 

時
間
と
い
う
概
念
を
理
解
し
、
集
団
の
中
で
活
用
す
る
た
め
に
は
、
土
台
と
な
る
科
学
的
な
知
識
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
。 

 
 

 

５ 

時
間
の
と
ら
え
方
は
、
先
天
的
な
も
の
で
は
な
く
、
個
々
の
社
会
の
中
で
習
得
さ
れ
、
共
有
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
。 

 

問
五 

傍
線
部
B
「
歴
史
の
成
立
に
は
、
も
う
一
つ
、
ひ
じ
ょ
う
に
重
要
な
条
件
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
事
件
と
事
件
の
間
に
は
因
果
関
係

が
あ
る
と
い
う
感
覚
だ
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
感
覚
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
の
具
体
例
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、

次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。 

 

１ 

「
王
女
が
疫
病
に
か
か
り
亡
く
な
っ
た
」
と
い
う
出
来
事
を
、
「
こ
の
王
女
は
、
前
世
で
何
か
重
大
な
罪
を
お
か
し
、
そ
れ
が 

原
因
と
な
っ
て
疫
病
に
か
か
っ
て
亡
く
な
っ
た
に
違
い
な
い
」
と
と
ら
え
る
よ
う
な
感
覚
。 

２ 

「
王
が
亡
く
な
っ
た
」
と
い
う
出
来
事
と
、
そ
の
す
ぐ
後
に
起
こ
っ
た
「
王
妃
が
男
の
子
を
出
産
し
た
」
と
い
う
出
来
事
を 

 

結
び
つ
け
、
「
王
妃
が
産
ん
だ
男
の
子
は
、
王
の
生
ま
れ
か
わ
り
だ
」
と
す
る
よ
う
な
感
覚
。 

３ 

「
Ａ
国
の
Ｂ
王
は
〇
〇
年
に
亡
く
な
っ
た
」
と
い
う
あ
る
史
料
の
記
録
と
、
別
の
史
料
の
「
Ａ
国
の
Ｂ
王
は
毒
殺
さ
れ
た
」 

と
い
う
記
録
か
ら
、
「
Ａ
国
の
Ｂ
王
は
〇
〇
年
に
毒
殺
さ
れ
た
」
と
判
断
す
る
よ
う
な
感
覚
。 
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４ 

「
Ａ
王
は
神
へ
の
祈
り
を
怠
っ
て
い
た
」
「
Ａ
王
は
若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
」
と
い
う
二
つ
の
記
録
か
ら
、
「
Ａ
王
が
若
く
し 

て
亡
く
な
っ
た
の
は
、
神
へ
の
祈
り
を
怠
っ
て
い
た
た
め
だ
」
と
推
測
す
る
よ
う
な
感
覚
。 

５ 

「
Ａ
国
の
軍
が
Ｂ
国
を
攻
撃
し
た
」
「
攻
撃
の
前
年
に
Ａ
国
の
王
が
軍
を
増
強
し
た
」
と
い
う
二
つ
の
出
来
事
か
ら
、
「
Ａ
国 

の
王
は
、
Ｂ
国
へ
の
攻
撃
を
、
そ
の
前
年
か
ら
計
画
し
て
い
た
」
と
考
え
る
よ
う
な
感
覚
。 

 

問
六 

空
欄 

 
 

 

C 
 

 
 

に
あ
て
は
ま
る
語
句
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。 

  
 

 

１ 

空
間
を
認
識
す
る
方
法 

 
 

２ 

歴
史
を
生
み
出
す
熱
意 

 
 

３ 

時
間
を
管
理
す
る
技
術 

 
 

 

４ 

輪
廻
・
転
生
の
世
界
観 

 
 

５ 

高
度
に
発
達
し
た
文
化 
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問
七 

傍
線
部
D
「
も
と
も
と
歴
史
と
い
う
も
の
の
な
い
文
明
の
代
表
は
イ
ン
ド
文
明
だ
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
イ
ン
ド
文
明
に
は
歴
史
と

い
う
文
化
が
な
か
っ
た
の
か
。
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。 

 
 
 
 
 
 
 

１ 
十
三
世
紀
の
は
じ
め
に
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
政
権
が
で
き
た
際
、
支
配
階
級
と
な
っ
た
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
、
イ
ン
ド
の
古
い
時 

代
の
記
録
を
す
べ
て
破
棄
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
。 

２ 

十
九
世
紀
に
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
が
イ
ン
ド
皇
帝
に
な
っ
た
後
、
イ
ン
ド
文
明
に
歴
史
を
持
ち
こ
ん
だ
イ
ス
ラ
ム
文
明
が
、 

徐
々
に
イ
ン
ド
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
っ
た
か
ら
。 

３ 

イ
ン
ド
で
は
古
い
時
代
か
ら
都
市
生
活
が
発
達
し
、
そ
こ
で
商
業
や
工
業
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
た
め
、
人
々
が
ほ
か
の
国
々 

と
接
触
す
る
機
会
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
か
ら
。 

４ 

イ
ン
ド
文
明
に
は
、
人
間
の
世
界
で
起
こ
っ
た
出
来
事
の
原
因
は
、
必
ず
し
も
人
間
の
世
界
の
範
囲
内
だ
け
に
あ
る
と
は
限 

ら
な
い
と
い
う
特
有
の
世
界
観
が
あ
っ
た
か
ら
。 

５ 

イ
ン
ド
で
は
昔
か
ら
、
神
話
と
現
実
、
宗
教
と
日
常
生
活
、
神
々
の
世
界
と
人
間
界
が
密
接
に
関
連
し
、
目
の
前
の
現
象
を 

説
明
す
る
た
め
に
神
話
が
使
わ
れ
て
き
た
か
ら
。 

 

問
八 

空
欄 

 
 

 

E 
 

 
 

に
あ
て
は
ま
る
文
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。 

 
 

 

１ 

時
間
の
流
れ
に
は
限
り
が
な
く
、
常
に
一
つ
の
方
向
に
向
か
っ
て
一
定
の
速
さ
で
ど
こ
ま
で
も
進
ん
で
行
く 

 
 

 

２ 

時
間
は
直
線
的
に
無
限
に
進
行
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
く
り
か
え
し
く
り
か
え
し
原
初
に
も
ど
る
も
の
だ 

 
 

 

３ 

時
間
の
感
じ
方
は
、
輪
廻
に
よ
っ
て
生
ま
れ
変
わ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
の
時
間
軸
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る 

 
 

 

４ 

生
き
物
が
異
な
る
世
界
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
と
し
て
も
、
時
間
の
流
れ
は
途
切
れ
ず
に
永
遠
に
続
い
て
い
る 

 
 

 

５ 

時
間
を
計
測
す
る
方
法
と
し
て
、
月
の
満
ち
欠
け
に
も
と
づ
く
太
陰
暦
を
唯
一
の
よ
り
ど
こ
ろ
に
す
べ
き
だ 
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問
九 

傍
線
部
F
「
歴
史
小
説
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
が
、
歴
史
家
の
叙
述
す
る
歴
史
も
ま
た
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
い
も
の
の
、

「
物
語
」
に
は
な
っ
て
し
ま
う
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、

番
号
で
答
え
よ
。 

 
 
 
 
 
 
 

１ 
ど
ん
な
に
歴
史
に
く
わ
し
い
人
物
で
も
、
歴
史
家
自
身
が
実
際
に
起
こ
っ
た
過
去
の
出
来
事
を
直
接
見
聞
き
し
た
わ
け
で
は 

な
い
の
で
、
自
分
の
知
ら
な
い
部
分
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
脚
色
す
る
こ
と
は
、
ど
う
し
て
も
必
要
に
な
る
か
ら
。 

２ 

小
説
家
が
、
読
者
の
興
味
を
ひ
く
た
め
に
歴
史
小
説
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
考
え
る
よ
う
に
、
歴
史
家
が
歴
史
を
叙
述
す
る
場
合 

に
も
、
そ
の
歴
史
を
読
む
人
々
を
意
識
し
て
、
過
去
に
起
こ
っ
た
出
来
事
の
因
果
関
係
を
作
り
出
す
こ
と
に
な
る
か
ら
。 

３ 

歴
史
小
説
が
作
家
の
主
観
に
よ
っ
て
叙
述
さ
れ
る
よ
う
に
、
歴
史
家
が
歴
史
を
叙
述
す
る
場
合
に
も
、
客
観
的
な
事
実
の
み 

を
叙
述
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
多
か
れ
少
な
か
れ
歴
史
家
自
身
の
主
観
が
入
り
込
ん
で
し
ま
う
か
ら
。 

４ 

歴
史
小
説
も
、
小
説
家
が
歴
史
的
な
事
実
を
客
観
的
に
叙
述
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
歴
史
家
が
叙
述
し
た
歴
史 

と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
り
、
両
者
を
ど
う
区
別
す
る
か
は
、
そ
れ
を
読
む
人
の
側
の
主
観
的
な
判
断
に
過
ぎ
な
い
か
ら
。 

５ 

歴
史
家
が
叙
述
し
よ
う
と
す
る
過
去
の
出
来
事
は
、
そ
れ
が
古
い
時
代
の
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
神
話
や
宗
教
と
の
関 

わ
り
が
強
く
、
ど
こ
ま
で
が
現
実
で
ど
こ
か
ら
が
非
現
実
の
出
来
事
で
あ
る
か
の
判
断
が
、
容
易
に
は
で
き
な
い
か
ら
。 
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問
十 

次
の
１
～
５
は
、【Ⅰ

】
と
【Ⅱ

】
の
文
章
を
読
ん
だ
五
人
の
学
生
の
会
話
で
あ
る
。
１
～
５
の
中
で
、
【Ⅰ

】
【Ⅱ

】
の
文
章
の
内

容
を
正
し
く
理
解
し
て
い
る
意
見
を
二
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。 

 
 
 
 
 
 
 

１ 
（
学
生
１
）
「
【Ⅰ

】
に
は
、
歴
史
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
に
は
、
出
来
事
と
出
来
事
の
間
に
因
果
関
係
を
考
え
る
こ
と
が
必 

要
だ
と
書
か
れ
て
い
る
け
ど
、
そ
の
点
で
は
【Ⅱ

】
の
文
章
も
同
じ
見
方
を
し
て
い
る
ね
。
」 

２ 

（
学
生
２
）
「
そ
う
か
な
。
【Ⅰ

】
に
は
た
し
か
に
そ
う
書
い
て
あ
る
け
ど
、
【Ⅱ

】
に
は
、
因
果
関
係
を
作
り
出
す
こ
と
は
客 

観
的
な
叙
述
に
な
ら
な
い
か
ら
、
歴
史
家
は
そ
れ
を
避
け
る
べ
き
だ
と
書
い
て
あ
る
。
」 

３ 

（
学
生
３
）
「
二
人
と
も
違
う
よ
。
【Ⅰ

】
【Ⅱ

】
と
も
に
、
歴
史
を
叙
述
す
る
と
き
に
、
出
来
事
の
因
果
関
係
を
考
え
る
場
合 

も
あ
る
と
は
書
い
て
あ
る
け
ど
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
歴
史
家
自
身
の
選
択
だ
か
ら
ね
。
」 

４ 

（
学
生
４
）
「
ち
ょ
っ
と
違
う
点
で
意
見
を
言
わ
せ
て
も
ら
う
け
ど
、
【Ⅰ

】
も
【Ⅱ

】
も
、
歴
史
の
叙
述
と
い
う
も
の
が
、 

結
局
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
同
じ
考
え
だ
ね
。
」 

５ 

（
学
生
５
）
「
そ
う
は
読
み
と
れ
な
い
よ
。
た
だ
、
【Ⅰ

】
で
は
ふ
れ
て
い
な
い
け
ど
、
【Ⅱ

】
か
ら
は
、
歴
史
の
叙
述
が
出
来 

事
の
因
果
関
係
を
作
り
出
す
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
完
全
に
客
観
的
な
歴
史
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
と
い
う
考
え
が
読
み 

と
れ
る
ね
。
」 
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〈
選
択
問
題
〉 

二 
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。 

  

多
く
の
現
代
人
は
、
科
学
的
検
討
の
結
果
得
ら
れ
た
物
理
学
的
時
間
以
外
の
客
観
的
時
間
で
あ
る
「
時
計
の
時
間
」
を
想
定
し
て
い
る
。

こ
の
時
計
の
時
間
は
一
定
の
速
度
で
過
去
か
ら
未
来
に
向
か
っ
て
進
行
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
瞬
間
は
特
定
で
き
る
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
時
計
の
時
間
は
、
物
理
学
や
哲
学
に
お
け
る
時
間
の
概
念
以
上
に
我
々
の
社
会
的
生
活
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
た
と
え

物
理
学
や
一
部
の
哲
学
が
時
間
は
実
在
し
な
い
と
主
張
し
て
も
、
我
々
の
生
活
が
時
計
の
時
間
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
こ
れ
ま

で
な
か
っ
た
。 

 
 

 
 

 
Ⅰ

 
 

 
 

に
基
づ
い
て
、
人
間
は
世
界
に
共
通
の
時
間
、「
世
界
時
」
を
作
り
出
し
た
。
実
際
に
は
、
世
界
中
に
配
置
さ
れ

た
原
子
時
計
の
平
均
値
に
基
づ
い
て
世
界
共
通
の
時
間
（
「
協
定
世
界
時
」
）
が
決
め
ら
れ
、
我
々
は
様
々
な
手
段
で
そ
れ
を
参
照
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
世
界
共
通
の
時
計
の
時
間
と
は
協
定
で
決
め
ら
れ
た
も
の
、 

Ⅱ
 

取
り
決
め
で
あ
る
。
こ
う
し
た
時
計
の
時
間
の
特

徴
が
世
界
に
つ
い
て
の
物
理
学
的
理
解
や
時
間
概
念
の
論
理
的
整
合
性
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
き
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
物
理
学
や
哲

学
に
お
け
る
時
間
の
特
徴
を

⒜

カ
エ
リ
み
れ
ば
分
か
る
だ
ろ
う
。
時
間
を
、
進
行
し
た
り
特
定
の
時
点
を
持
つ
も
の
に
し
て
い
る
の
は
、

物
質
の
特
性
や
時
間
の
概
念
で
は
な
く
、
我
々
の
体
験
の
特
性
や
、
そ
れ
に
基
づ
く
人
間
の
社
会
活
動
で
あ
る
と
言
え
る
。
で
は
、
我
々

の
体
験
に
お
け
る
時
間
は
こ
の
時
計
の
時
間
と
対
応
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？ 

答
え
は
否
で
あ
る
。 

 

実
験
心
理
学
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
心
的
時
間
は
物
理
学
や
哲
学
に
お
け
る
時
間
と
も
時
計
の
時
間
と
も
ず
い
ぶ
ん
異
な
る
も
の
で
あ

る
。
時
間
の
長
さ
に
関
す
る
感
じ
方
の
特
性
と
、
知
覚
認
知
に
お
け
る
時
間
的
制
約
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
こ
う
。 

 

A
体
験
さ
れ
る
時
間
は
、
様
々
な
要
因
に
よ
っ
て
伸
び
た
り
縮
ん
だ
り
す
る
。
た
と
え
ば
、
身
体
の
代
謝
が
盛
ん
で
あ
る
ほ
ど
体
験
さ
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れ
る
時
間
は
長
く
感
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
時
間
の
長
さ
の
認
知
の
基
礎
に
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
「
内
的
時
計
」
の
「
針
」
が
、
身
体
の

代
謝
が
激
し
い
状
態
で
は
よ
り
速
く
進
む
た
め
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
針
を
持
っ
た
「
時
計
」
が
脳
内
で
特
定
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
）
。
子
供
の
頃
に
比
べ
る
と
大
人
は
同
じ
時
間
を
よ
り
短
く
感
じ
る
。
こ
の
こ
と
も
「
内
的
時
計
」
の
進
み
方
と

関
係
が
あ
る
。
子
供
に
比
べ
る
と
成
人
で
は
代
謝
が
低
下
し
て
お
り
、
そ
れ
と
対
応
し
て
内
的
時
計
も
よ
り
ゆ
っ
く
り
進
む
。
そ
の
た
め
、

自
分
の
感
覚
と
比
較
す
る
と
、
時
間
が
速
く
過
ぎ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
易
い
。
ま
た
、
同
じ
個
人
内
で
も
、
代
謝
の
状
態
に
よ
っ
て
時
間

の
感
じ
方
が
変
化
す
る
。
た
と
え
ば
、
朝
の
起
床
直
後
の
時
間
帯
は
代
謝
が
低
下
し
て
い
る
た
め
、
代
謝
の
上
昇
す
る
昼
間
頃
と
比
べ
る

と
、
時
間
が
短
く
感
じ
ら
れ
る
。
運
動
や
入
浴
、
病
気
で
発
熱
し
た
際
に
は
代
謝
が
上
昇
す
る
の
で
、
時
間
が
長
く
感
じ
ら
れ
易
い
。 

 

時
間
の
経
過
に
対
す
る
注
意
も
体
験
さ
れ
る
時
間
に
強
く
影
響
す
る
。
時
間
の
経
過
に
注
意
が
向
け
ら
れ
る
頻
度
が
高
い
ほ
ど
時
間
が

長
く
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
待
ち
遠
し
い
イ
ベ
ン
ト
が
あ
っ
た
り
、
時
間
の
経
過
を
常
時
気
に
す
る
必
要
が
あ
る
作
業
を
行
な
う
場

合
に
は
、
時
間
が
長
く
感
じ
ら
れ
る
。
「
早
く
終
わ
っ
て
ほ
し
い
」
と
時
間
を
気
に
す
る
ほ
ど
、
つ
ま
り

⒝

タ
イ
ク
ツ
な
会
議
や
授
業
ほ

ど
、
心
理
的
時
間
は
長
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
逆
に
、
時
間
経
過
に
注
意
を
向
け
難
く
さ
せ
る
要
因
は
時
間
を
短
く
感
じ
さ
せ
る
。

た
と
え
ば
、
意
識
の
集
中
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
難
し
い
計
算
問
題
（
時
間
経
過
に
注
意
が
向
く
回
数
は
減
る
だ
ろ
う
）
な
ど
を
遂
行
す

る
際
に
は
時
間
が
短
く
感
じ
ら
れ
る
。 

 

出
来
事
の
数
も
主
観
的
時
間
の
長
さ
に
影
響
す
る
。
同
じ
時
間
間
隔
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
間
に
多
く
の
出
来
事
が
気
づ
か
れ
る
ほ
ど
時

間
が
長
く
感
じ
ら
れ
る
。
経
験
さ
れ
た
出
来
事
の
数
が
多
い
ほ
ど
心
理
的
時
間
は
長
く
な
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
の
要
因
以
外
に
も
、
視
覚
や
聴
覚
と
い
っ
た
他
の
知
覚
様
相
へ
の
刺
激
や
、
感
情
状
態
も
主
観
的
時
間
の
長
さ
に
影
響
を
及
ぼ

す
。
こ
う
し
た
要
因
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
基
づ
い
て
体
験
さ
れ
る
時
間
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

目
の
前
に
何
か
が
現
れ
た
時
、
瞬
時
に
そ
の
も
の
が
見
え
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
知
覚
の
情
報
処
理
に
は

一
定
の
時
間
が
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

⒞
モ
ウ
マ
ク
が
光
で
刺
激
さ
れ
て
か
ら
大
脳
皮
質
の
視
覚
野
ま
で
情
報
が
伝
達
さ
れ
、
視
覚

的
な
体
験
を
引
き
起
こ
す
の
に
〇
・
一
秒
ほ
ど
の
時
間
が
要
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
処
理
時
間
は
様
々
な
要
因
に
よ
っ
て



- 13 - 

 

変
化
す
る
。 

 
た
と
え
ば
、
一
般
的
に
、
刺
激
強
度
が
強
い
ほ
ど
、
処
理
に
要
す
る
時
間
は
短
い
。
二
つ
の
物
体
が
同
時
に
目
の
前
に
現
れ
た
場
合
で

も
、
モ
ウ
マ
ク
像
が
よ
り
明
る
い
物
体
、
大
き
い
物
体
ほ
ど
先
に
現
れ
た
よ
う
に
見
え
易
い
。 

 

注
意
は
処
理
過
程
を
促
進
す
る
。
た
と
え
ば
視
覚
に
関
し
て
は
、
注
意
を
向
け
た
領
域
と
そ
こ
か
ら
離
れ
た
場
所
と
に
同
時
に
物
体
が

現
れ
た
場
合
、
注
意
を
向
け
た
領
域
の
物
体
の
方
が
先
に
現
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
特
性
を
利
用
す
る
と
、
○
・
一
秒
ほ
ど
の
時
間

差
で
提
示
さ
れ
た
刺
激
の
時
間
順
序
を
知
覚
的
に
ひ
っ
く
り
返
す
こ
と
が
で
き
る
（
B
知
覚
の
夕
イ
ム
マ
シ
ン
効
果
）
。
た
と
え
ば
、
二
つ

の
光
点
を
相
次
い
で
提
示
す
る
際
、
後
に
提
示
さ
れ
る
光
点
の
位
置
の
あ
た
り
に
あ
ら
か
じ
め
注
意
を
惹
き
つ
け
て
お
く
と
、
物
理
的
に

は
先
に
提
示
さ
れ
た
光
点
よ
り
も
後
か
ら
提
示
さ
れ
た
光
点
の
方
が
先
に
現
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
体
験
さ
れ
る
時
間
は
様
々
な
要
因
の
影
響
を
受
け
て
長
く
な
っ
た
り
短
く
な
っ
た
り
、
速
く
進
ん
だ
り
ゆ
っ
く
り
進
ん

だ
り
、
順
序
が
入
れ
替
わ
っ
た
り
す
る
。
他
方
、
時
計
の
時
間
に
は
、
過
去
か
ら
未
来
へ
と
向
か
っ
て
一
方
向
に
均
一
に
進
行
す
る
と
い

う
特
性
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
体
験
に
お
け
る
時
間
と
時
計
の
時
間
と
の
間
に
は

⒟

乖
離
が
あ
り
、
そ
の
乖
離
の
程
度
は
様
々
な
要
因
の

影
響
を
受
け
て
変
動
す
る
。 

 

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
体
験
さ
れ
る
時
間
が
デ
タ
ラ
メ
に
変
動
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
体
験
に
お
け
る
時
間
と
時
計

の
時
間
と
の
間
の
乖
離
に
は
一
定
の
規
則
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
心
理
学
は
各
個
人
の
体
験
に
お
け
る
時
間
特
性
を
扱
う
が
、

そ
う
し
た
特
性
の
多
く
は
種
と
し
て
の
人
間
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
特
性
に
お
け
る
規
則
性
を
理
解
で

き
れ
ば
、
両
者
の
間
の
乖
離
を
再
現
し
た
り
強
調
し
た
り
、
あ
る
い
は
、

⒠

カ
イ
ヒ
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

体
験
さ
れ
る
時
間
と
時
計
の
時
間
と
の
間
に
乖
離
が
あ
る
と
い
う
人
間
の
知
覚
認
知
特
性
は
、
地
上
で
、
歩
い
た
り
走
り
回
っ
た
り
と

い
う
生
活
様
式
の
も
と
で
の
進
化
の
過
程
で
獲
得
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
通
り
の
生
活
の
中
で
は
、
こ
の

よ
う
な
時
間
の
乖
離
が
何
ら
か
の
不
具
合
に
つ
な
が
る
よ
う
な
こ
と
は
ほ
と
ん
ど(
ア)

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
代
で
は
、
こ
れ
ま
で
の

進
化
の
過
程
で
は
経
験
の(

イ)

な
い
生
活
の
高
速
化
や
公
共
の
時
間
と
し
て
の
時
計
の
時
間
へ
の
厳
密
な
従
属
を
求
め
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
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〇
・
一
秒
と
い
う
些
細
な
時
間
で
さ
え
、
か
つ
て
な
か
っ
た
ほ
ど
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
人
間
と
時
間
と
の
関
係
に
新
た
な
事
態

が
展
開
し
つ
つ
あ
る
現
代
に
お
い
て
は
、
体
験
さ
れ
る
時
間
と
客
観
的
時
間
と
の
間
に
ど
の
よ
う
な
乖
離
が
あ
る
か
を
知
る
こ
と
は
重
要

な
意
味
を
持
つ
。 

 

物
理
学
的
な
時
間
、
哲
学
的
な
時
間
だ
け
で
は
な
く
、
時
計
の
時
間
を
含
む
客
観
的
時
間
は
理
念
的
、
概
念
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
我
々

人
間
の
持
つ
時
間
的
制
約
や
体
験
の
時
間
特
性
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
は(

ウ)

な
い
。
時
間
を
人
間
に
と
っ
て
意
味
あ
る
も
の
に
し
て
い

る
の
は
、
時
間
の
物
理
学
的
特
性
や
概
念
的
整
合
性
で
は
な
く
、
人
間
自
身
の
体
験
の
基
本
構
造
や
身
体
的
制
約
の
方
で
あ
る
。
人
間
は

一
定
の
時
間
の
う
ち
に

⒡
セ
ッ
シ
ョ
ク
、
カ
イ
ヒ
、
休
息
な
ど
の
行
動
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
生
き
て
行
け(

エ)

な
い
。
さ
ら
に
は
、
時
間
的

に
有
限
で
、
い
つ
か
は
死
ぬ
存
在
で
あ
る
。
人
間
は
、
自
然
へ
の
適
応
や
社
会
生
活
に
お
け
る
個
々
人
の
間
の
行
動
の
調
整
の
た
め
に
、

一
方
向
に
均
一
に
進
行
す
る
時
計
の
時
間
を

⒢
ソ
ウ
シ
ュ
ツ
し
、
利
用
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
時
計
の
時
間
、
客
観

的
時
間
と
は
、
時
計
と
同
様
、
人
間
の
発
明
品
、
道
具
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

時
計
の
時
間
と
い
う
道
具
に
合
わ
せ
て
生
活
す
る
こ
と
で
人
間
の
側
に
不
都
合
が
生
じ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
C
道
具
の
方
に
問
題
が

あ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
時
間
を
道
具
と
考
え
れ
ば
、
道
具
に
人
間
を
合
わ
せ
る
の
で
は
な
く
、
人
間
の
側
の
制
約
や
限
界
を
理
解
し
、

そ
れ
ら
に
合
わ
せ
て
道
具
の
使
い
方
を
変
え
た
り
、
道
具
自
体
を
改
変
す
る
こ
と
で
人
間
と
時
間
と
の
関
係
に
お
け
る
可
能
性
が
今
よ
り

開
か
れ
た
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
試
み
の
た
め
に
も
、
体
験
さ
れ
る
時
間
の
特
性
に
つ
い
て
の
さ
ら
な
る
解
明
と
周
知
が
重

要
と
言
え
る
。 

（
一
川
誠
「
体
験
さ
れ
る
時
間
と
客
観
的
時
間
」
に
よ
る
） 
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問
一 

波
線
部
⒜
「
カ
エ
リ
」
⒝
「
タ
イ
ク
ツ
」
、
⒞
「
モ
ウ
マ
ク
」
、
⒟
「
乖
離
」
、
⒠
「
カ
イ
ヒ
」
、
⒡
「
セ
ッ
シ
ョ
ク
」
、 

⒢
「
ソ
ウ
シ

ュ
ツ
」
の
カ
タ
カ
ナ
は
そ
れ
ぞ
れ
漢
字
に
直
し
、
漢
字
は
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
記
せ
。 

 

問
二 

二
重
傍
線
部
（
ア
）
～
（
エ
）
の
「
な
い
」
の
中
で
、
文
法
的
な
は
た
ら
き
が
異
な
る
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

 

問
三 

空
欄 

 
 
Ⅰ

 
 

 

に
あ
て
は
ま
る
語
句
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。 

 

１ 

時
間
は
哲
学
や
物
理
学
か
ら
の
考
察
と
は
関
係
な
く
進
む
と
い
う
思
考 

２ 

時
間
は
実
在
す
る
か
し
な
い
か
に
か
か
わ
ら
ず
進
む
と
い
う
法
則 

３ 

時
間
は
ど
こ
で
も
誰
に
と
っ
て
も
同
じ
よ
う
に
進
む
と
い
う
信
念 

４ 

時
間
は
い
か
な
る
状
況
に
お
い
て
も
相
対
的
に
進
む
と
い
う
想
定 

５ 

時
間
は
協
定
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
各
国
で
個
別
に
進
む
と
い
う
理
解 

 

問
四 

空
欄 

Ⅱ
 

に
あ
て
は
ま
る
語
句
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。 

 

１ 

哲
学
的 

 
 

２ 

社
会
的 

 
 

３ 

生
物
的 

 
 

４ 

人
間
的 

 
 

５ 

科
学
的 
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問
五 

傍
線
部
A
「
体
験
さ
れ
る
時
間
は
、
様
々
な
要
因
に
よ
っ
て
伸
び
た
り
縮
ん
だ
り
す
る
」
と
あ
る
が
、
そ
の
例
と
し
て
適
当
で
な

い
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
二
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。 

 
１ 
成
人
は
子
供
と
比
較
す
る
と
集
中
力
が
弱
ま
っ
て
い
る
た
め
、
子
供
の
頃
に
比
べ
、
大
人
は
同
じ
時
間
を
よ
り
短
く
感
じ
る
。 

２ 

何
か
が
次
々
に
起
こ
る
間
隔
が
同
じ
で
も
、
そ
の
間
に
多
く
の
出
来
事
が
気
づ
か
れ
る
ほ
ど
、
時
間
が
長
く
感
じ
ら
れ
る
。 

３ 

意
識
を
集
中
し
な
い
と
正
解
が
導
き
出
せ
な
い
よ
う
な
難
し
い
計
算
問
題
を
遂
行
す
る
際
に
は
時
間
が
短
く
感
じ
ら
れ
る
。 

４ 

朝
起
き
た
ば
か
り
に
は
代
謝
が
低
下
し
て
い
る
た
め
、
代
謝
の
上
昇
す
る
昼
間
頃
と
較
べ
る
と
、
時
間
が
短
く
感
じ
ら
れ
る
。 

５ 

時
間
は
実
在
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
と
、
注
意
が
向
く
回
数
が
減
っ
て
く
る
た
め
、
時
間
が
よ
り
短
く
感
じ
ら
れ
る
。 

 

問
六 

傍
線
部
B
「
知
覚
の
夕
イ
ム
マ
シ
ン
効
果
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一

つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。 

 

１ 

あ
る
人
に
見
え
る
物
が
必
ず
し
も
自
分
自
身
に
見
え
る
と
は
限
ら
な
い
。 

２ 

先
に
見
え
た
物
が
必
ず
し
も
先
に
現
れ
た
物
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。 

３ 

過
去
に
見
え
た
物
が
必
ず
し
も
現
在
も
見
え
る
と
は
限
ら
な
い
。 

４ 

明
る
く
見
え
る
物
が
必
ず
し
も
注
目
さ
れ
て
い
る
物
体
と
は
限
ら
な
い
。 

５ 

今
見
え
て
い
る
物
が
必
ず
し
も
存
在
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。 
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問
七 

傍
線
部
C
「
道
具
の
方
に
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
」
と
あ
る
が
、
道
具
に
問
題
が
あ
る
場
合
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
と
言

っ
て
い
る
か
。
本
文
中
か
ら
二
十
五
字
以
内
で
抜
き
出
せ
。 

 

問
八 

次
の
選
択
肢
の
中
か
ら
、
問
題
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
を
二
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。 

 

１ 

客
観
的
時
間
は
、
人
間
が
作
り
出
し
た
道
具
で
あ
る
か
ら
、
使
い
方
を
学
ぶ
必
要
が
あ
る
。 

２ 

心
的
時
間
は
、
主
観
的
時
間
で
あ
り
、
物
理
学
的
に
は
存
在
し
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

３ 

哲
学
的
な
時
間
は
、
物
理
学
的
に
測
定
さ
れ
た
時
間
を
も
と
に
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

４ 

客
観
的
時
間
は
、
時
計
と
同
じ
で
、
人
間
が
作
り
出
し
た
道
具
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

時
計
の
時
間
は
、
協
定
に
よ
り
作
ら
れ
た
時
間
で
あ
り
、
一
定
の
普
遍
性
が
認
め
ら
れ
る
。 

６ 

心
的
時
間
は
、
哲
学
的
に
考
え
る
と
実
在
す
る
場
合
と
実
在
し
な
い
場
合
が
認
め
ら
れ
る
。 
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〈
選
択
問
題
〉 

三 
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。 

  

二
十
日
の
夜
の
月
出
で
に
け
り
。
山
の
端
も
な
く
て
、
海
の
中
よ
り
ぞ
出
で
来
る
。
か
う
や
う
な
る
を
見
て
や
、
昔
、
阿
倍
仲
麻
呂
と
い

ひ
け
る
人
は
、
唐
土
に
わ
た
り
て
、
帰
り
来
け
る
時
に
、
船
に
乗
る
べ
き
と
こ
ろ
に
て
、
か
の
国
人
、
⒜
馬
の
は
な
む
け
し
、
別
れ
惜
し
み

て
、
⒝
か
し
こ
の
唐
詩
作
り
な
ど
し
け
る
。
A
あ
か
ず
や
あ
り
け
む
、
二
十
日
の
夜
の
月
、
出
づ
る
ま
で
ぞ
あ
り
け
る
。
そ
の
月
は
、
海
よ

り
ぞ
出
で
け
る
。
こ
れ
を
見
て
ぞ
、
仲
麻
呂
の
ぬ
し
、「
わ
が
国
に
、
か
か
る
歌
を
な
む
、
神
代
よ
り
も
神
も
よ
ん
給 た

び
、
今
は
上
中
下
の
人

も
、
か
う
や
う
に
、
分
か
れ
惜
し
み
、
喜
び
も
あ
り
、
悲
し
び
も
あ
る
時
に
は
よ
む
」
と
て
、
よ
め
り
け
る
歌
、 

 
 

青
海
原
ふ
り
さ
け
見
れ
ば

⒞
春
日
な
る
三
笠
の
山
に
出
で
し
月
か
も 

と
ぞ
よ
め
り
け
る
。
か
の
国
人
、
聞
き
知
る
ま
じ
く
思
ほ
え
た
れ
ど
も
、
言
の
心
を
、
⒟
男
文
字
に
さ
ま
を
書
き
出
だ
し
て
、
こ
こ
の
こ
と

ば
伝
へ
た
る
人
に
い
ひ
知
ら
せ
け
れ
ば
、
心
を
や
聞
き
得
た
り
け
む
、
B
い
と
思
ひ
の
ほ
か
に
な
む
め
で
け
る
。
唐
土
と
こ
の
国
と
は
、

C
こ
と
こ
と
な
る
も
の
な
れ
ど
、
月
の
か
げ
は
同
じ
こ
と
な
る
べ
け
れ
ば
、
人
の
心
も
同
じ
こ
と
に
や
あ
ら
む
。 

 

さ
て
今
、
そ
の

⒠
か
み
を
思
ひ
や
り
て
、
あ
る
人
の
よ
め
る
歌
、 

 
 

都
に
て
山
の
端
に
見
し
月
な
れ
ど
波
よ
り
出
で
て
波
に
こ
そ 

Ⅰ
 
 

（
『
土
佐
日
記
』
に
よ
る
）  

※
注 

阿
倍
仲
麻
呂 

奈
良
時
代
に
遣
唐
留
学
生
と
し
て
唐
に
渡
っ
た
が
、
海
難
の
た
め
帰
国
で
き
ず
に
生
涯
を
終
え
た
。 

  

※
注 
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問
一 

点
線
部
⒜
「
馬
の
は
な
む
け
」
、
⒝
「
か
し
こ
の
」
、
⒞
「
春
日
な
る
」
、
⒟
「
男
文
字
」
、
⒠
「
か
み
」
の
本
文
中
に
お
け
る
意
味
と

し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。 

 
⒜
「
馬
の
は
な
む
け
」 

１ 
馬
の
世
話 

 
 

２ 

祝
い
の
宴 

 
 

３ 

送
別
会 

 
 

４ 

天
候
占
い 

 
 

５ 

乗
船
準
備 

 

⒝
「
か
し
こ
の
」 

１ 

聡
明
な 

 
 

２ 

昔
か
ら
の 

 
 

３ 

恐
れ
多
い 

 
 

４ 

そ
の
国
の 

 
 

５ 

小
難
し
い 

 

⒞
「
春
日
な
る
」 

１ 

春
の
陽
光
が
差
す 

 
 
２ 

春
日
と
い
う 

 
 

３ 

春
日
に
あ
る 

４ 

春
日
で
あ
る 

 
 

 
 
 
 

５ 
春
日
に
な
る 

 

⒟
「
男
文
字
」 

１ 

楷
書
体 

 
 

２ 

草
書
体 

 
 

３ 

平
仮
名 

 
 

４ 

片
仮
名 

 
 

５ 

漢
字 

 

 

⒠
「
か
み
」 

１ 

歌
を
詠
ん
だ
神 

 
 

２ 

歌
の
書
か
れ
た
紙 

 
 

３ 
土
佐
国
の
守 

４ 

む
か
し 

 
 

 
 

 

５ 

身
分
の
高
い
人 
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問
二 

傍
線
部
A
「
あ
か
ず
や
あ
り
け
む
」
と
あ
る
が
、
そ
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答

え
よ
。 

 
１ 
扉
が
開
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か 

 
 

２ 

会
が
終
わ
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か 

３ 

満
足
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か 

 
 

 

４ 

失
敗
し
た
の
だ
ろ
う
か
、
い
や
そ
う
で
は
な
い 

５ 

夜
が
明
け
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
い
や
明
け
た 

 

問
三 

傍
線
部
B
「
い
と
思
ひ
の
ほ
か
に
な
む
め
で
け
る
」
を
現
代
語
訳
せ
よ
。 

 

問
四 

傍
線
部
C
「
こ
と
こ
と
な
る
も
の
な
れ
ど
」
と
あ
る
が
、
そ
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番

号
で
答
え
よ
。 

 

１ 

言
葉
は
違
っ
て
い
る
が 

 
 

２ 

そ
れ
ぞ
れ
重
な
っ
て
い
る
が 

 
 

３ 

仰
々
し
い
も
の
で
あ
る
が 

４ 

国
は
異
な
っ
て
い
る
が 

 
 

５ 

ど
ち
ら
も
長
い
歴
史
を
持
っ
て
い
る
が 

 

問
五 

空
欄 

Ⅰ
 

に
当
て
は
ま
る
語
句
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。 

 

１ 

い
で
よ 

 
 

２ 

い
づ
れ 

 
 

３ 

い
る
れ 

 
 

４ 
い
る 

 
 

５ 

い
れ 
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問
六 

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。 

 

１ 

都
で
は
山
の
片
隅
で
月
を
見
て
い
た
が
、
大
海
原
で
は
月
は
海
か
ら
出
る
の
で
あ
っ
た
。 

２ 
船
旅
で
大
海
原
に
い
る
と
、
月
は
海
の
波
に
浮
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
っ
た
。 

３ 

月
の
光
は
唐
土
も
日
本
も
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
見
る
人
の
心
は
同
じ
で
は
な
い
。 

４ 

「
あ
る
人
」
は
、
阿
倍
仲
麻
呂
の
和
歌
を
漢
詩
に
作
り
替
え
て
唐
土
の
人
に
伝
え
た
。 

５ 

月
を
見
て
故
郷
を
懐
か
し
く
思
う
感
覚
は
阿
倍
仲
麻
呂
も
「
あ
る
人
」
も
同
じ
で
あ
る
。 

 

問
七 

二
重
傍
線
部
「
あ
る
人
」
に
は
、
こ
の
作
品
『
土
佐
日
記
』
の
作
者
が
想
定
さ
れ
る
。 

 
 

 
 

（
一
）
そ
の
人
物
名
を
漢
字
で
答
え
よ
。 

 
 

 
 

（
二
）
そ
の
人
物
が
編
纂
に
関
わ
っ
た
勅
撰
和
歌
集
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。 

 
 

 
 

１ 

和
漢
朗
詠
集 

 
 

２ 

古
今
和
歌
集 

 
 

３ 

新
古
今
和
歌
集 

 
 

４ 

万
葉
集 

 
 

５ 

凌
雲
集 

 


