
二
〇
二
三
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同
朋
大
学

一
般
選
抜
１
期
（
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
文
章
は
芥
川
龍
之
介
の
小
説
『
煙
管
』
の
前
半
部
分
で
あ
る
（
出
題
の
た
め
一
部
改
変
）
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え

き

せ

る

よ
。

加
州
石
川
郡
金
沢
城
の
城
主
、
前
田
斉
広
は
、
参
勤
中
、
江
戸
城
の
本
丸
へ
登
城
す
る
ご
と
に
、
必
ず
愛
用
の
煙
管
を
持
っ
て
行
っ
た
。

な
り
ひ
ろ

当
時
有
名
な
煙
管
商
、
住
吉
屋
七
兵
衛
の
手
に
成
っ
た
、
金
無
垢
地
に
、
剣
梅
鉢
の
紋
ぢ
ら
し
と
い
う
、
数
寄
を
凝
ら
し
た
煙
管
で
あ
る
。

き
ん

む

く

注
１

す

き

前
田
家
は
、
幕
府
の
制
度
に
よ
る
と
、
五
世
、
加
賀
守
綱
紀
以
来
、
大
廊
下
詰
で
、
席
次
は
、
世
々
尾
紀
水
三
家
の
次
を
占
め
て
い
る
。

つ
な
の
り

注
２

注
３

も
ち
ろ
ん
、

ユ
ウ
フ
ク
な
こ
と
も
、
当
時
の
大
小
名
の
中
で
、
肩
を
比
べ
る
者
は
、
ほ
と
ん
ど
、
一
人
も
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
の
当
主

(a)

た
る
斉
広
が
、
金
無
垢
の
煙
管
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
む
し
ろ
身
分
相
当
の
装
飾
品
を
持
つ
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
斉
広
は
、
そ
の
煙
管
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
は
な
は
だ
、
得
意
に
感
じ
て
い
た
。
も
っ
と
も
断
っ
て
置
く
が
、
彼
の
得
意
は
決

し
て
、
煙
管
そ
の
も
の
を
、
ど
ん
な
意
味
で
で
も
、
愛
翫
し
た
か
ら
で
は
な
い
。
彼
は
そ
う
い
う
煙
管
を
日
常
口
に
し
得
る
彼
自
身
の
勢

あ
い
が
ん

力
が
、
他
の
諸
侯
に
比
し
て
、
優
越
な

所
以
を
悦
ん
だ
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
、
加
州
百
万
石
が
金
無
垢
の
煙
管
に
な
っ
て
、
ど

(b)

こ
へ
で
も
、
持
っ
て
行
け
る
の
が
、
得
意
だ
っ
た

と
言
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
。

そ
う
い
う
次
第
だ
か
ら
、
A
斉
広
は
、
登
城
し
て
い
る
間
じ
ゅ
う
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
煙
管
を
離
し
た
こ
と
が
な
い
。
人
と
話
し
を
し
て

い
る
時
は
も
ち
ろ
ん
、
独
り
で
い
る
時
で
も
、
彼
は
そ
れ
を

カ
イ
チ
ュ
ウ
か
ら
出
し
て
、

Ⅰ

に
口
に
啣
え
な
が
ら
、
長
崎
煙
草
か

く
わ

た

ば

こ

(c)

何
か
の
匂
い
の
高
い
煙
り
を
、
必
ず
悠
々
と
く
ゆ
ら
せ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
得
意
な
心
も
ち
は
、
煙
管
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
百
万
石
な
り
を
、
人
に
見
せ
び
ら
か
す
ほ
ど
、
増
長
慢

な
性
質
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
が
、
彼
自
身
が
見
せ
び
ら
か
さ
な
い
ま
で
も
、
殿
中
の
注
意
は
、
明
ら
か
に
、
そ
の
煙
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管
に
集
注
さ
れ
て
い
る
観
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
、
そ
の
集
注
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
す
る
の
が
斉
広
に
と
っ
て
は
、
か
な
り

愉
快
な
感
じ
を
与
え
た
。

現
に
彼
に
は
、
同
席
の
大
名
に
、
あ
ま
り
お
煙
管
が
見
事
だ
か
ら
ち
ょ
い
と
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い

と
、
言
わ
れ
た
後
で
は
、
の
み
な
れ
た
煙
草
の
煙
ま
で
が
い
つ
も
よ
り
、
一
層
快
く
、
舌
を
刺
激
す
る
よ
う
な
気
さ
え
、
し
た
の
で
あ
る
。

斉
広
の
持
っ
て
い
る
、
金
無
垢
の
煙
管
に
、
目
を
驚
か
し
た
連
中
の
中
で
、
最
も
そ
れ
を
話
題
に
す
る
こ
と
を
好
ん
だ
の
は
い
わ
ゆ
る
、

お
坊
主
の
階
級
で
あ
る
。
彼
ら
は
よ
る
と
さ
わ
る
と
、
鼻
を
つ
き
合
わ
せ
て
、
こ
の
「
加
賀
の
煙
管
」
を
材
料
に
得
意
の

饒
舌
を
闘
わ

注
４

(d)

せ
た
。

「
さ
す
が
は
、
大
名
道
具
だ
て
。
」

「
同
じ
道
具
で
も
、
あ
あ
い
う
物
は
、
つ
ぶ
し
が
利
き
や
す
。
」

「
質
に
置
い
た
ら
、
何
両
貸
す
こ
と
か
の
。
」

「
貴
公
じ
ゃ
あ
る
ま
い
し
、
誰
が
質
に
な
ん
ぞ
、
置
く
も
の
か
。
」

ざ
っ
と
、
こ
ん
な
調
子
で
あ
る
。

す
る
と
あ
る
日
、
彼
等
の
五
六
人
が
、
円
い
頭
を
な
ら
べ
て
、
一
服
や
り
な
が
ら
、
例
の
ご
と
く
煙
管
の
噂
を
し
て
い
る
と
、
そ
こ
へ
、

偶
然
、
御
数
寄
屋
坊
主
の
河
内
山
宗
俊
が
、
や
っ
て
来
た
。

注
５

こ

う

ち

や
ま

「
ふ
ん
ま
た
煙
管
か
。
」

河
内
山
は
、
一
座
の
坊
主
を
、

Ⅱ

に
か
け
て
、
ア
空

嘯

い
た
。

そ
ら
う
そ
ぶ

「
彫
と
い
い
、
地
金
と
い
い
、
見
事
な
物
さ
。
銀
の
煙
管
さ
え
持
た
ぬ
こ
ち
と
ら
に
は
見
る
も
目
の
毒
…
…
」

調
子
に
の
っ
て
弁
じ
て
い
た
了
哲
と
い
う
坊
主
が
、
ふ
と
気
が
つ
い
て
見
る
と
、
宗
俊
は
、
い
つ
の
間
に
か
彼
の
煙
草
入
れ
を
ひ
き
よ

せ
て
、
そ
の
中
か
ら
煙
草
を
つ
め
て
は
、
悠
然
と
煙
を
輪
に
ふ
い
て
い
る
。

「
お
い
、
お
い
、
そ
れ
は
貴
公
の
煙
草
入
れ
じ
ゃ
な
い
ぜ
。
」

「
い
い
っ
て
こ
と
よ
。
」
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宗
俊
は
、
了
哲
の
方
を
見
む
き
も
せ
ず
に
、
ま
た
煙
草
を
つ
め
た
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
を
吸
っ
て
し
ま
う
と
、
生
あ
く
び
を
一
つ
し
な

が
ら
、
煙
草
入
れ
を
そ
こ
へ
放
り
出
し
て
、

「
え
え
、
悪
い
煙
草
だ
。
煙
管
ご
の
み
が
、
聞
い
て
あ
き
れ
る
ぜ
。
」

了
哲
は
慌
て
て
、
煙
草
入
れ
を
し
ま
っ
た
。

「
な
に
、
金
無
垢
の
煙
管
な
ら
、
そ
れ
で
も
、
ち
ょ
い
と
の
め
よ
う
と
い
う
も
の
さ
。
」

「
ふ
ん
ま
た
煙
管
か
。
」
と
繰
り
返
し
て
、
「
そ
ん
な
に
金
無
垢
が
有
り
難
け
り
ゃ
な
ぜ
お
煙
管
拝
領
と
出
か
け
ね
え
ん
だ
。
」

「
お
煙
管
拝
領
？
」

「
そ
う
よ
。
」

さ
す
が
に
、
了
哲
も
相
手
の
イ
傍(

)

無
人
な
の
に
あ
き
れ
た
ら
し
い
。

「
い
く
ら
お
前
、
わ
し
が
欲
ば
り
で
も
、
…
…
せ
め
て
、
銀
で
で
も
あ
れ
ば
、
格
別
さ
。
…
…
と
に
か
く
、
金
無
垢
だ
ぜ
。
あ
の
煙
管
は
。
」

「
知
れ
た
こ
と
よ
。
金
無
垢
な
ら
ば
こ
そ
、
貰
う
ん
だ
。
真

鍮

の
駄
六
を
拝
領
に
出
る
や
つ
が
ど
こ
に
あ
る
。
」

も
ら

し
ん
ち
ゆ
う

注
６

「
だ
が
、
そ
い
つ
は
少
し
恐
れ
だ
て
。
」

了
哲
は
き
れ
い
に
剃
っ
た
頭
を
一
つ
た
た
い
て

キ
ョ
ウ
シ
ュ
ク
し
た
よ
う
な
身
ぶ
り
を
し
た
。

そ

(e)

「
手
前
が
貰
わ
ざ
、
己
が
貰
う
。
い
い
か
、
あ
と
で
羨
ま
し
が
る
な
よ
。
」

お
れ

河
内
山
は
こ
う
言
っ
て
、
煙
管
を
は
た
き
な
が
ら
B
肩
を
ゆ
す
っ
て
、
せ
せ
ら
笑
っ
た
。

そ
れ
か
ら
間
も
な
く
の
こ
と
で
あ
る
。

斉
広
が
い
つ
も
の
よ
う
に
、
殿
中
の
一
間
で
煙
草
を
く
ゆ
ら
せ
て
い
る
と
、
西
王
母
を
描
い
た
金

襖

が
、
静
か
に
開
い
て
、
黒
手
の

き
ん
ぶ
す
ま

黄
八
丈
に
、
黒
の
紋
付
き
の
羽
織
を
着
た
坊
主
が
一
人
、
恭
し
く
、
彼
の
前
へ
這
っ
て
出
た
。
顔
を
上
げ
ず
に
い
る
の
で
、
誰
だ
か
ま
だ

は

わ
か
ら
な
い
。

斉
広
は
、
何
か
用
が
で
き
た
の
か
と
思
っ
た
の
で
、
煙
管
を
は
た
き
な
が
ら
、
ウ
寛
濶
に
声
を
か
け
た
。

「
何
用
じ
ゃ
。
」



- 4 -

「
え
え
、
宗
俊
お
願
い
が
ご
ざ
い
ま
す
る
。
」

河
内
山
は
こ
う
言
っ
て
、
ち
ょ
い
と
言
葉
を
切
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
次
の
こ
と
ば
を
言
っ
て
い
る
う
ち
に
、
だ
ん
だ
ん
頭
を
上
げ
て
、

し
ま
い
に
は
、
じ
っ
と
斉
広
の
顔
を
見
つ
め
出
し
た
。
こ
う
い
う
種
類
の
人
間
の
み
が
持
っ
て
い
る
、
一
種
の

愛
嬌
を
た
た
え
な
が
ら
、

(f)

蛇
が
物
を
狙
う
よ
う
な
目
で
見
つ
め
た
の
で
あ
る
。

「
別
儀
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
そ
の
御
手
元
に
ご
ざ
い
ま
す
る
御
煙
管
を
、
手
前
、
拝
領
致
し
と
う
ご
ざ
い
ま
す
る
。
」

斉
広
は
思
わ
ず
手
に
し
て
い
た
煙
管
を
見
た
。
そ
の
視
線
が
、
煙
管
へ
落
ち
た
の
と
、
河
内
山
が
追
い
か
け
る
よ
う
に
、
こ
と
ば
を
次

い
だ
の
と
が
、
ほ
と
ん
ど
同
時
で
あ
る
。

「
い
か
が
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
拝
領
仰
せ
つ
け
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
。
」

宗
俊
の
こ
と
ば
の
う
ち
に
あ
る
も
の
は

コ
ン
セ
イ
の
情
ば
か
り
で
は
な
い
、
お
坊
主
と
い
う
階
級
が
あ
ら
ゆ
る
大
名
に
対
し
て
持
っ

(g)

て
い
る
、

威
嚇
の
意
も
こ
も
っ
て
い
る
。
煩
雑
な
典
故
を

尚

ん
だ
、
殿
中
で
は
、
天
下
の
侯
伯
も
、
お
坊
主
の
指
導
に
従
わ
な
け
れ
ば

注
７

と
う
と

注
８

(h)

な
ら
な
い
。
斉
広
に
は
一
方
に
そ
う
い
う
弱
み
が
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
ま
た
一
方
に
は
体
面
上
卑
吝
の
名
を
取
り
た
く
な
い
と
い
う
心
も

ひ

り
ん

ち
が
あ
る
。
し
か
も
、
彼
に
と
っ
て
金
無
垢
の
煙
管
そ
の
も
の
は
、
決
し
て
得
難
い
品
で
は
な
い
。

こ
の
二
つ
の
動
機
が
一
つ
に
な

っ
た
時
、
彼
の
手
は
お
の
ず
か
ら
、
C
そ
の
煙
管
を
、
河
内
山
の
前
へ
さ
し
出
し
た
。

「
お
お
、
と
ら
す
。
持
っ
て
ま
い
れ
。
」

「
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
す
る
。
」

宗
俊
は
、
金
無
垢
の
煙
管
を
う
け
と
る
と
、

恭
し
く
押
し
頂
い
て
、
そ
こ
そ
こ
、
ま
た
西
王
母
の
襖
の
向
こ
う
へ
、
ひ
き
下
が
っ
た
。

(i)

す
る
と
、
ひ
き
下
が
る
拍
子
に
、
後
ろ
か
ら
袖
を
引
い
た
も
の
が
あ
る
。
ふ
り
か
え
る
と
、
そ
こ
に
は
、
了
哲
が
、
う
す
い
も
の
あ
る
顔

注
９

を
に
や
つ
か
せ
な
が
ら
、
彼
の
掌
の
上
に
あ
る
金
無
垢
の
煙
管
を
も
の
欲
し
そ
う
に
、
指
さ
し
て
い
た
。

「
こ
う
、
見
や
。
」

河
内
山
は
、
小
声
で
こ
う
言
っ
て
、
煙
管
の
雁
首
を
、
了
哲
の
鼻
の
先
へ
、
持
っ
て
行
っ
た
。
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「
と
う
と
う
、
せ
し
め
た
な
。
」

「
だ
か
ら
、
言
わ
ね
え
こ
と
じ
ゃ
ね
え
。
今
に
な
っ
て
、
羨
ま
し
が
っ
た
っ
て
、
エ
後
の(

)

だ
。
」

「
今
度
は
、
私
も
拝
領
と
出
か
け
よ
う
。
」

「
へ
ん
、
御
勝
手
に
な
せ
え
ま
し
だ
。
」

河
内
山
は
、
ち
ょ
い
と
煙
管
の
目
方
を
ひ
い
て
見
て
、
そ
れ
か
ら
、
襖
ご
し
に
斉
広
の
方
を

一
瞥
し
な
が
ら
、
D
ま
た
、
肩
を
ゆ
す

(j)

っ
て
せ
せ
ら
笑
っ
た
。

で
は
、
煙
管
を
ま
き
上
げ
ら
れ
た
斉
広
の
方
は
、
不
快
に
感
じ
た
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
彼
が
、
下
城

を
す
る
際
に
、
い
つ
に
な
く
機
嫌
の
よ
さ
そ
う
な
顔
を
し
て
い
る
の
で
、
供
の
侍
た
ち
が
、
不
思
議
に
思
っ
た
と
い
う
の
で
も
、
知
れ
る

の
で
あ
る
。

E
彼
は
、
む
し
ろ
、
宗
俊
に
煙
管
を
や
っ
た
こ
と
に
、
一
種
の
満
足
を
感
じ
て
い
た
。
あ
る
い
は
、
煙
管
を
持
っ
て
い
る
時
よ
り
も
、

そ
の
満
足
の
度
は
、
大
き
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

そ
こ
で
、
斉
広
は
、
本
郷
の
屋
敷
へ
帰
る
と
、
近
習
の
侍
に
向
か
っ
て
、
愉
快
そ
う
に
こ
う
言
っ
た
。

き
ん
じ
ゆ

「
煙
管
は
宗
俊
の
坊
主
に
と
ら
せ
た
ぞ
よ
。
」

こ
れ
を
聞
い
た
家
中
の
者
は
、
斉
広
の
広
量
な
の
に
驚
い
た
。

注
１

剣
梅
鉢
…
加
賀
前
田
家
の
紋
所
。
梅
の
花
弁
を
丸
形
に
し
、
剣
を
加
え
た
造
形
。

注
２

大
廊
下
詰
…
「
大
廊
下
」
は
江
戸
城
本
丸
の
座
敷
。
将
軍
の
親
族
三
家
三
卿
、
加
賀
前
田
、
越
前
松
平
な
ど
の
大
名
が
詰
め
た
。

注
３

尾
紀
水
三
家
…
尾
張
、
紀
伊
、
水
戸
の
徳
川
三
家
。

注
４

お
坊
主
…
幕
府
や
諸
大
名
に
仕
え
、
剃
髪
・
法
衣
で
茶
の
湯
や
給
仕
な
ど
の
雑
役
を
勤
め
た
者
。

注
５

御
数
寄
屋
坊
主
…
江
戸
幕
府
で
茶
礼
・
茶
器
の
こ
と
を
つ
か
さ
ど
っ
た
役
職
。

注
６

駄
六
…
「
駄
六
張
り
」
の
略
。
粗
末
な
作
り
の
煙
管
の
こ
と
。

注
７

典
故
…
先
例
に
も
と
づ
く
儀
礼
。
し
き
た
り
。

注
８

侯
伯
…
諸
侯
。
大
名
。

注
９

う
す
い
も
…
薄
い
痘
痕
。

あ

ば

た
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問
一

波
線
部

「
ユ
ウ
フ
ク
」
、

「
カ
イ
チ
ュ
ウ
」
、

「
キ
ョ
ウ
シ
ュ
ク
」
、

「
コ
ン
セ
イ
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
漢
字
に
直
せ
。

(a)

(c)

(e)

(g)

問
二

波
線
部

「
所
以
」
、

「
饒
舌
」
、

「
愛
嬌
」
、

「
威
嚇
」
、

「
恭
」
、

「
一
瞥
」
の
読
み
を
、
ひ
ら
が
な
で
答
え
よ
。

(b)

(d)

(f)

(h)

(i)

(j)

問
三

空
欄

Ⅰ

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

１

臆
病

２

流
暢

３

鷹
揚

４

傲
慢

５

軽
率

問
四

空
欄

Ⅱ

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

１

尻
目

２

色
目

３

目
頭

４

目
鼻

５

遠
目

問
五

二
重
傍
線
部
ア
「
空
嘯
い
た
」
、
ウ
「
寛
濶
に
」
は
、
こ
の
場
合
ど
の
よ
う
な
様
子
を
表
し
て
い
る
の
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、

次
の
そ
れ
ぞ
れ
の
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。

ア
「
空
嘯
い
た
」

１

平
然
と
相
手
を
だ
ま
し
た

２

何
気
な
い
ふ
う
を
装
っ
た

３

小
さ
な
声
で
つ
ぶ
や
い
た

４

大
声
で
ど
な
り
ち
ら
し
た

５

あ
ざ
け
る
よ
う
に
笑
っ
た
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ウ
「
寛
闊
に
」

１

思
い
が
け
な
い
様
子
で

２

煩
わ
し
そ
う
な
様
子
で

３

あ
わ
た
だ
し
い
様
子
で

４

ゆ
っ
た
り
し
た
様
子
で

５

相
手
を
気
遣
う
様
子
で

問
六

二
重
傍
線
部
イ
「
傍(

)

無
人
」
、
エ
「
後
の(

)

」
を
文
脈
に
適
し
た
四
字
熟
語
ま
た
は
慣
用
句
に
す
る
に
は
、
括
弧
内
に
そ

れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
文
字
を
あ
て
は
め
れ
ば
よ
い
か
。
適
切
な
漢
字
一
文
字
を
そ
れ
ぞ
れ
答
え
よ
。

問
七

傍
線
部
A
「
斉
広
は
、
登
城
し
て
い
る
間
じ
ゅ
う
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
煙
管
を
離
し
た
こ
と
が
な
い
」
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

斉
広
は
数
あ
る
装
飾
品
の
中
で
も
煙
管
に
特
別
な
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
お
り
、
こ
の
金
無
垢
の
煙
管
は
彼
が
一
番
気
に
入
っ
て

い
た
品
だ
っ
た
か
ら
。

２

こ
の
煙
管
は
当
時
の
有
名
な
煙
管
商
に
注
文
し
て
作
ら
せ
た
貴
重
な
品
で
あ
り
、
斉
広
は
そ
れ
を
他
の
諸
侯
に
そ
れ
と
な
く
自

慢
し
た
か
っ
た
か
ら
。

３

斉
広
は
お
坊
主
た
ち
の
間
に
金
無
垢
の
煙
管
の
噂
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
彼
ら
の
注
目
を
集
め
た
い

と
思
っ
て
い
た
か
ら
。

４

金
無
垢
の
煙
管
で
匂
い
の
高
い
長
崎
煙
草
の
煙
り
を
く
ゆ
ら
せ
る
こ
と
が
、
斉
広
に
と
っ
て
は
殿
中
に
お
い
て
の
唯
一
の
な
ぐ

さ
め
で
あ
っ
た
か
ら
。

５

斉
広
に
と
っ
て
金
無
垢
の
煙
管
は
加
州
百
万
石
の
勢
力
を
具
現
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
持
つ
こ
と
で
自
尊
心
を
満
た
す

こ
と
が
で
き
た
か
ら
。
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問
八

傍
線
部
B
「
肩
を
ゆ
す
っ
て
、
せ
せ
ら
笑
っ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
河
内
山
の
ど
の
よ
う
な
心
情
が
表
れ
て
い
る
か
。
最
も
適

当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。

１

自
分
を
仲
間
に
入
れ
よ
う
と
し
な
い
了
哲
た
ち
に
仕
返
し
を
す
る
機
会
を
得
た
う
れ
し
さ
。

２

金
無
垢
の
煙
管
の
噂
を
す
る
だ
け
で
そ
れ
を
拝
領
す
る
勇
気
の
な
い
了
哲
た
ち
へ
の
軽
蔑
。

３

了
哲
た
ち
に
見
え
を
張
っ
て
恐
れ
多
い
こ
と
を
言
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
後
悔
と
不
安
。

４

日
ご
ろ
か
ら
お
坊
主
た
ち
を
見
下
し
て
い
る
斉
広
を
見
返
す
機
会
を
得
た
こ
と
へ
の
喜
び
。

５

斉
広
に
目
を
か
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
金
無
垢
の
煙
管
を
拝
領
で
き
る
と
い
う
優
越
感
。

問
九

傍
線
部
D
「
ま
た
、
肩
を
ゆ
す
っ
て
せ
せ
ら
笑
っ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
河
内
山
の
ど
の
よ
う
な
心
情
が
表
れ
て
い
る
か
。
最

も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。

１

斉
広
を
怒
ら
せ
る
こ
と
な
く
計
画
ど
お
り
に
金
無
垢
の
煙
管
を
手
に
し
た
安
堵
の
気
持
ち
。

２

了
哲
や
ほ
か
の
お
坊
主
た
ち
に
は
絶
対
に
で
き
な
い
こ
と
を
成
し
遂
げ
た
と
い
う
達
成
感
。

３

お
坊
主
と
し
て
の
非
凡
な
才
能
を
仲
間
に
見
せ
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
へ
の
自
負
心
。

４

口
先
一
つ
で
高
価
な
金
無
垢
の
煙
管
を
ま
ん
ま
と
自
分
の
も
の
に
し
た
こ
と
へ
の
満
足
感
。

５

名
だ
た
る
大
名
で
あ
り
な
が
ら
も
自
分
の
思
惑
の
と
お
り
に
な
っ
た
斉
広
へ
の
あ
ざ
け
り
。
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問
十

傍
線
部
C
「
そ
の
煙
管
を
、
河
内
山
の
前
へ
さ
し
出
し
た
」
と
あ
る
が
、
斉
広
が
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
の
は
な
ぜ
か
。
理
由
と

し
て
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
二
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。

１

金
無
垢
だ
か
ら
と
い
っ
て
煙
管
を
与
え
る
こ
と
を
し
ぶ
り
、
自
分
は
け
ち
だ
と
周
囲
か
ら
見
ら
れ
た
く
な
か
っ
た
か
ら
。

２

有
能
な
お
坊
主
で
あ
る
宗
俊
を
手
な
ず
け
る
こ
と
で
、
殿
中
で
の
自
分
の
立
場
が
今
よ
り
も
よ
く
な
る
と
考
え
た
か
ら
。

３

宗
俊
の
態
度
や
こ
と
ば
に
、
大
名
で
あ
っ
て
も
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
、
お
坊
主
が
殿
中
で
持
つ
力
を
感
じ
と
っ
た
か
ら
。

４

煙
管
を
さ
し
出
し
た
と
し
て
も
、
宗
俊
が
ま
さ
か
本
当
に
金
無
垢
の
煙
管
を
持
ち
去
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
。

５

お
坊
主
の
身
分
で
あ
り
な
が
ら
も
、
煙
管
を
拝
領
し
た
い
と
申
し
出
て
き
た
宗
俊
の
勇
気
と
行
動
力
に
感
心
し
た
か
ら
。

６

金
無
垢
の
煙
管
を
持
つ
こ
と
で
人
々
の
注
意
を
集
め
る
こ
と
に
、
ち
ょ
う
ど
嫌
気
が
さ
し
て
き
て
い
た
時
だ
っ
た
か
ら
。
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問
十
一

傍
線
部
E
「
彼
は
、
む
し
ろ
、
宗
俊
に
煙
管
を
や
っ
た
こ
と
に
、
一
種
の
満
足
を
感
じ
て
い
た
」
と
あ
る
が
、
こ
の
時
の
斉
広
の
気

持
ち
に
つ
い
て
五
人
の
学
生
が
会
話
を
し
て
い
る
。
次
の
１
～
５
の
発
言
の
中
で
、
正
し
く
理
解
し
て
い
る
も
の
を
一
つ
選
び
、
番

号
で
答
え
よ
。

１

（
学
生
１
）
「
斉
広
は
き
っ
と
、
煙
管
く
ら
い
で
お
坊
主
た
ち
を
自
分
の
味
方
に
で
き
る
な
ら
、
い
ず
れ
は
殿
中
で
の
勢
力
が

尾
紀
水
三
家
を
上
ま
わ
る
こ
と
も
夢
で
は
な
い
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
ね
。
」

２

（
学
生
２
）
「
私
は
、
こ
の
こ
と
を
本
郷
の
屋
敷
に
い
る
家
臣
た
ち
に
伝
え
れ
ば
、
主
君
に
ふ
さ
わ
し
い
行
為
と
し
て
、
家
臣

か
ら
の
信
頼
を
取
り
も
ど
す
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
い
た
の
だ
と
思
う
。
」

３

（
学
生
３
）
「
家
臣
の
こ
と
な
ど
考
え
て
な
い
よ
。
斉
広
は
、
た
だ
、
お
坊
主
た
ち
の
中
で
も
力
の
あ
る
宗
俊
を
恐
れ
て
い
て
、

ひ
と
ま
ず
彼
の
言
う
と
お
り
に
し
て
や
っ
た
こ
と
で
安
堵
し
て
い
る
ん
だ
よ
。
」

４

（
学
生
４
）
「
み
ん
な
違
う
よ
。
私
は
、
斉
広
が
加
州
百
万
石
の
主
君
で
あ
る
重
圧
に
た
え
ら
れ
な
く
て
、
そ
の
象
徴
で
あ
る

煙
管
を
宗
俊
に
与
え
た
こ
と
で
、
か
え
っ
て
気
持
ち
が
楽
に
な
っ
た
の
だ
と
思
う
。
」

５

（
学
生
５
）
「
そ
う
か
な
。
私
は
、
ぜ
い
た
く
な
金
無
垢
の
煙
管
を
惜
し
げ
も
な
く
お
坊
主
に
与
え
た
こ
と
で
、
自
分
の
勢
力

と
心
の
広
さ
を
周
囲
に
誇
示
で
き
た
こ
と
に
自
己
満
足
し
て
る
の
だ
と
思
う
け
ど
ね
。
」

問
十
二

次
の
１
～
６
の
中
か
ら
、
芥
川
龍
之
介
の
作
品
を
す
べ
て
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。

１

雪
国

２

地
獄
変

３

斜
陽

４

鼻

５

潮
騒

６

破
戒
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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
。

物
語
は
近
代
に
な
る
と
急
に
人
気
が
な
く
な
っ
た
。
広
義
に
は
物
語
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
「
小
説
」
の
力
が
強
く
な
り
、
近
代
小
説

は
物
語
よ
り
文
学
的
価
値
が
あ
る
と
思
わ
れ
た
。
物
語
の
よ
う
な
非
現
実
的
な
話
に
対
し
て
、
小
説
は
現
実
を
描
写
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。

、
、
、

し
か
し
果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
近
代
と
言
っ
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
と
い
う
の
が
正
し
い
だ
ろ
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
に
起
こ
っ
た
文
化
は
極
め
て
強
力
で
、

そ
れ
は
全
世
界
を
ア
席
捲
し
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
世
界
の
国
々
で
「
近
代
化
」
と
は
、
す
な
わ
ち
「
欧
米
化
」
を
意
味
す
る
と

考
え
ら
れ
て
き
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
の
強
さ
を
⒜
タ
ン
テ
キ
に
示
し
て
い
る
の
は
、
そ
こ
に
生
じ
て
き
た
科
学
・
技

術
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
は
自
然
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
操
作
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
力
に
よ
っ
て

他
の
国
々
を
支
配
す
る
こ
と
も
可
能
と
思
わ
れ
た
。

帝
国
主
義
の
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
使
わ
れ
る
「d

i
v
i
d
e
a
n
d
r
u
l
e

」(

分
割
し
て
統
治
せ
よ)

は
、
少
し
も
じ
っ
て
使
う
と
、
そ
の
ま
ま
科

学
の
標
語
に
も
な
る
と
こ
ろ
が
面
白
い
。
つ
ま
り
、
物
事
を
区
別(

分
類)

し
て
、
そ
の
間
の
法
則
を
見
出
し
て
秩
序
づ
け
る
、
と
読
み
換
え

ル

ー

ル

る
。
こ
れ
は
近
代
科
学
の
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
に
立
つ
と
、
「
た
ま
し
い
」
な
ど
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
近
代
に
な
っ
て
か
ら
は
、
人
間
は
心
と
体
に
つ
い
て

語
る
と
し
て
も
、
た
ま
し
い
の
方
は
棄
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

自
然
科
学
と
技
術
の
組
み
合
せ
に
よ
っ
て
、
何
で
も
可
能
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
わ
れ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
す
る
反
省
が
最

近
に
な
っ
て
生
じ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
医
学
の
領
域
で
多
く
現
わ
れ
て
き
た
心
身
症
な
ど
も
そ
の
例
で
あ
ろ
う
。
は
っ
き
り
と
し
た
身
体

の
症
状

た
と
え
ば
皮
膚
炎
な
ど

が
生
じ
る
が
、
そ
の
原
因
を
心
の
方
に
も
体
の
方
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
事
象
の
因
果

、
、
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的
連
関
を
明
ら
か
に
し
、
原
因
を
つ
き
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
義
的
な
方
法
で
治
療
す
る
と
い
う
の
は
成
功
し
な
い
。
心
と
体
の
分
離
を

癒
や
す
こ
と
は
、
近
代
医
学
の
方
法
で
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
そ
の
方
法
論
か
ら
考
え
て
も
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

近
代
の
科
学
・
技
術
的
思
考
法
は
人
間
関
係
に
も
持
ち
こ
ま
れ
て
混
乱
を
生
ぜ
し
め
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
た
と
え
ば
老
人
に
対
し
て
。

老
人
を
一
般
人
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
「
対
象
」
と
し
て
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
操
作
す
る
の
が
一
番
便
利
か
、
と
い
う
考
え

、
、

に
立
っ
て
老
人
対
策
と
や
ら
を
考
え
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
老
人
に
と
っ
て
は
ま
っ
た
く
や
り
切
れ
な
い
こ
と
だ
。
そ
う
な
る
と
、

、
、
、
、

ボ
ケ
老
人
に
早
く
な
っ
て
し
ま
お
う
と
い
う
意
志
が
、
ど
こ
か
で
は
た
ら
く
と
さ
え
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
ん
な
と
き
に
、
筆
者
が
よ
く
例
に
出
す
昔
話
が
あ
る
。
殿
様
の
命
令
で
六
十
歳
に
な
る
と
老
人
は
山
に
棄
て
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
あ
る

息
子
が
自
分
の
父
親
を
か
く
ま
っ
て
い
る
。
殿
様
が
あ
る
と
き
「
灰
で
縄
を
な
っ
て
来
い
」
と
命
令
す
る
が
、
誰
も
で
き
ず
に
困
る
。
そ
の

と
き
に
か
く
ま
わ
れ
て
い
た
父
親
が
、
縄
を
固
く
な
っ
て
か
ら
、
そ
れ
を
焼
く
と
灰
の
縄
が
で
き
る
と
教
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
殿
様
は
老

人
の
知
恵
に
感
心
し
、
「
う
ば
す
て
」
の
慣
習
が
や
め
に
な
る
、
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
話
の
面
白
い
と
こ
ろ
は
、
「
逆
転
の
思
想
」
が

老
人
の
知
恵
と
し
て
見
事
に
語
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
他
の
人
々
が
灰
で
縄
を
な
お
う
と
し
て
い
る
と
き
、
老
人
は

Ⅰ

こ

と
を
提
案
す
る
。
こ
れ
を
老
人
の
こ
と
を
考
え
る
際
に
用
い
て
は
ど
う
か
。
老
人
は
「
社
会
の
進
歩
に
つ
い
て
い
け
な
い
か
ら
駄
目
だ
」
と

か
、
「
何
も
せ
ず
に
い
る
の
で
役
に
立
た
な
い
」
な
ど
と
言
う
が
、
こ
れ
を
、
Ａ
老
人
は
「
進
歩
を
妨
害
す
る
の
で
価
値
が
あ
る
」
と
か
「
何

も
し
な
い
で
い
る
の
は
素
晴
ら
し
い
」
と
考
え
て
み
て
は
ど
う
か
。
こ
れ
は
立
派
な
近
代
批
判
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

日
本
の
教
育
を
考
え
る
と
き
も
同
様
で
あ
る
。
教
え
る
者
と
教
え
ら
れ
る
者
が
明
確
に
分
離
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
効
率
的
な
教
え
方
を
す

る
か
を
教
師
は
考
え
、
子
ど
も
は
い
か
に
能
率
よ
く
知
識
を
吸
収
す
る
か
を
学
ぶ
。
こ
こ
に
も
上
手
な
「

Ⅱ

」
が
望
ま
し
い
と
い
う
近

代
思
想
が
入
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
教
師
と
生
徒
、
親
と
子
ど
も
の
関
係
が
切
れ
て
し
ま
い
、
子
ど
も
た
ち
の
心
は
⒝
荒
ん
で
く
る
。
現
代

の
日
本
の
教
育
に
は
豊
か
な
物
語
の
復
活
が
必
要
、
と
教
育
学
者
の
佐
藤
学
が
主
張
し
て
い
る(

『
学
び
そ
の
死
と
再
生
』
太
郎
次
郎
社
、

一
九
九
五
年)

。
筆
者
も
同
感
で
あ
る
。
寺
子
屋
に
は
物
語
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

現
代
人
の
病
と
も
言
う
べ
き
「
関
係
性
の
喪
失
」
を
癒
や
す
も
の
と
し
て
、
物
語
の
重
要
性
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
物
語
は
「

Ⅲ
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」
は
た
ら
き
を
も
っ
て
い
る
。
前
述
の
「
う
ば
す
て
」
の
物
語
は
、
老
人
と
社
会
と
を

Ⅲ

作
用
を
も
っ
て
い
る
。

物
語
と
近
代
小
説
と
を
分
け
る
、
ひ
と
つ
の
指
標
と
し
て
、
前
者
は
偶
然
を
好
む
が
後
者
は
そ
れ
を
好
ま
な
い
、
と
い
う
点
が
あ
る
。
小

説
は
「
現
実
」
を
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
物
語
の
よ
う
な
⒞
絵
空
事
は
扱
わ
な
い
と
考
え
る
。

筆
者
は
心
理
療
法
家
と
し
て
、
人
間
の
生
き
て
い
る
「
現
実
」
に
触
れ
る
こ
と
が
多
い
。
一
般
的
に
は
「
処
置
な
し
」
な
ど
と
い
う
烙
印

を
押
さ
れ
て
来
る
人
も
あ
る
。
そ
の
人
た
ち
が
立
ち
上
が
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
大
変
な
苦
し
み
が
必
要
で
あ
る
。
治
療
者
と
二
人
で
⒟
ク

ト
ウ
を
続
け
る
。
し
か
し
、
そ
の
解
決
の
重
要
な
要
素
と
し
て
「
偶
然
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
共
に
苦
し
ん
で

き
た
者
に
と
っ
て
、
Ｂ
そ
れ
は
「
内
的
必
然
」
と
さ
え
呼
び
た
い
の
が
実
感
で
あ
る
が
、
外
か
ら
見
る
限
り
「
偶
然
」
と
し
か
呼
び
よ
う
の

な
い
「
う
ま
い
」
こ
と
が
起
こ
る
。
不
思
議
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
し
、
ま
た
「
当
然
」
と
も
呼
び
た
い
こ
と
が
起
こ
る
。

筆
者
が
体
験
し
て
い
る
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
そ
の
ま
ま
「
小
説
」
と
し
て
発
表
す
る
と
、
「
そ
ん
な
非
現
実
的
な
」
と
か
、
「
偶
然
に

う
ま
く
い
く
の
は
話
に
な
ら
な
い
」
な
ど
と
言
わ
れ
て
、
否
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「

Ⅳ

」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

を
裏
返
す
と
、
近
代
小
説
は
ほ
と
ん
ど
「
現
実
」
を
書
い
て
い
な
い
か
、
「
現
実
」
の
ご
く
ご
く
限
定
さ
れ
た
部
分
を
記
述
し
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
Ｃ
こ
の
頃
、
ノ
ン
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
方
が
よ
く
読
ま
れ
る
原
因
の
ひ
と
つ
は
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
あ

る
か
も
知
れ
な
い
。
文
学
の
こ
と
は
詳
し
く
な
い
の
で
、
こ
れ
以
上
の
深
入
り
は
し
な
い
が
、
現
代
人
を
相
手
と
し
て
心
理
療
法
を
行
う
上

に
お
い
て
、
「
物
語
」
が
非
常
に
多
く
の
⒠
シ
サ
を
与
え
て
く
れ
る
こ
と
は
事
実
と
し
て
、
申
し
述
べ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
け
っ
し
て

イ
荒
唐
無
稽
で
は
な
い
。

（
河
合
隼
雄
『
物
語
と
人
間
』
に
よ
る
）
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問
一

波
線
部
⒜
「
タ
ン
テ
キ
」
、
⒝
「
荒
」
、
⒞
「
絵
空
事
」
、
⒟
「
ク
ト
ウ
」
、
⒠
「
シ
サ
」
に
つ
い
て
、
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
直
し
、

漢
字
は
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
答
え
よ
。

問
二

二
重
傍
線
部

ア
「
席
捲
し
た
」
、
イ
「
荒
唐
無
稽
」
の
本
文
中
に
お
け
る
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
そ
れ
ぞ
れ
の

選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。

ア
「
席
捲
し
た
」

１

支
配
し
た

２

驚
か
せ
た

３

抑
制
し
た

４

復
活
さ
せ
た

５

混
乱
さ
せ
た

イ
「
荒
唐
無
稽
」

１

曖
昧
な
こ
と

２

無
礼
な
こ
と

３

根
拠
の
な
い
こ
と

４

正
し
く
な
い
こ
と

５

愚
か
な
こ
と

問
三

空
欄

Ⅰ

～

Ⅳ

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

番
号
で
答
え
よ
。

Ⅰ

１

縄
を
灰
で
な
う

２

灰
を
縄
に
す
る

３

縄
を
灰
に
す
る

４

灰
を
か
た
め
る

５

殿
様
を
だ
ま
す

Ⅱ

１

批
判

２

物
語

３

命
令

４

操
作

５

逆
転



- 15 -

Ⅲ

１

吸
収
す
る

２

整
理
す
る

３

つ
な
ぐ

４

浄
化
す
る

５

分
け
る

Ⅳ

１

小
説

２

現
実

３

必
然

４

指
標

５

偶
然

問
四

傍
線
部
Ａ
「
老
人
は
「
進
歩
を
妨
害
す
る
の
で
価
値
が
あ
る
」
と
か
「
何
も
し
な
い
で
い
る
の
は
素
晴
ら
し
い
」
と
考
え
て
み
て
は

ど
う
か
。
こ
れ
は
立
派
な
近
代
批
判
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
近
代
批
判
と
言
え
る
の

か
。
そ
の
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

皮
肉
を
交
え
た
言
い
方
が
近
代
的
な
批
判
方
法
に
似
て
い
る
か
ら
。

２

近
代
社
会
の
進
歩
や
発
展
を
密
か
に
妨
害
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
。

３

近
代
社
会
で
重
視
さ
れ
る
効
率
や
進
歩
を
問
い
直
す
こ
と
に
な
る
か
ら
。

４

考
え
方
を
全
く
逆
に
す
る
こ
と
が
近
代
的
な
批
判
の
あ
り
方
だ
か
ら
。

５

あ
り
の
ま
ま
を
認
め
る
の
は
近
代
に
ふ
さ
わ
し
い
考
え
方
だ
か
ら
。
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問
五

傍
線
部
Ｂ
「
そ
れ
は
「
内
的
必
然
」
と
さ
え
呼
び
た
い
の
が
実
感
で
あ
る
」
と
あ
る
が
筆
者
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
感
じ
る
の
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

心
理
療
法
家
と
し
て
本
人
と
と
も
に
真
剣
に
向
き
合
っ
て
取
り
組
ん
で
き
た
か
ら
。

２

快
復
が
心
理
の
改
善
に
よ
っ
て
の
み
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
。

３

心
理
療
法
の
成
果
が
ほ
と
ん
ど
偶
然
に
し
か
現
れ
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
。

４

偶
然
に
も
見
え
る
快
復
は
、
人
間
の
生
き
て
い
る
現
実
で
あ
り
、
当
然
の
こ
と
だ
か
ら
。

５

身
体
の
快
復
は
、
大
抵
の
場
合
、
心
の
改
善
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
。

問
六

傍
線
部
Ｃ
「
こ
の
頃
、
ノ
ン
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
方
が
よ
く
読
ま
れ
る
原
因
の
ひ
と
つ
は
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
る
か
も
知
れ
な
い
」

と
あ
る
が
、
そ
の
原
因
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

ノ
ン
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
は
、
近
代
以
前
の
物
語
に
描
か
れ
る
よ
う
な
非
現
実
的
な
話
が
多
く
書
か
れ
て
い
る
こ
と
。

２

小
説
に
も
現
実
は
描
か
れ
て
い
る
が
、
現
実
を
記
す
ノ
ン
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
方
が
非
現
実
的
で
物
語
の
よ
う
で
あ
る
こ
と
。

３

小
説
は
現
実
を
描
写
し
て
い
て
も
創
作
物
で
あ
る
が
、
ノ
ン
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
現
実
に
起
こ
っ
た
こ
と
の
記
録
で
あ
る
こ
と
。

４

ノ
ン
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
小
説
と
違
っ
て
現
実
を
客
観
的
に
捉
え
、
問
題
に
法
則
を
見
い
だ
し
て
秩
序
づ
け
て
い
る
こ
と
。

５

近
年
の
小
説
は
、
現
実
の
描
写
が
十
分
で
は
な
く
、
近
代
以
前
の
物
語
と
同
様
に
時
代
遅
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
。
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問
七

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

１

操
作
す
る
側
と
さ
れ
る
側
を
分
離
す
る
と
人
間
関
係
の
喪
失
を
招
い
て
し
ま
う
た
め
、
老
人
福
祉
や
老
人
対
策
は
不
要
で
あ
る
。

２

江
戸
時
代
以
前
に
は
人
が
操
作
す
る
側
と
さ
れ
る
側
に
分
離
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
、
心
が
荒
ん
で
し
ま
う
人
は
い
な

か
っ
た
。

３

教
え
る
者
と
教
え
ら
れ
る
者
の
分
離
に
よ
る
人
間
関
係
の
喪
失
は
、
物
語
を
使
っ
た
教
育
に
よ
っ
て
回
避
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
。

４

豊
か
な
物
語
を
用
い
た
教
育
は
、
人
と
人
、
人
と
社
会
の
関
係
を
癒
や
す
だ
ろ
う
が
、
心
理
療
法
に
役
立
つ
か
ど
う
か
は
疑
問

で
あ
る
。

５

近
代
社
会
は
物
事
に
法
則
を
見
い
だ
し
て
秩
序
づ
け
て
き
た
が
、
効
率
重
視
の
老
人
対
策
や
学
校
教
育
は
そ
れ
に
は
含
ま
れ
な

い
。
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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
。

あ
る
人
、
弓
射
る
こ
と
を
習
ふ
に
、
諸
矢
を
た
ば
さ
み
て
的
に
向
か
ふ
。
師
の
言
は
く
、
「
初
心
の
人
、
二
つ
の
矢
を
持
つ
こ
と
ア
な
か

れ
。
の
ち
の
矢
を
⒜
頼
み
て
、
初
め
の
矢
に
⒝
な
ほ
ざ
り
の
心
あ
り
。
毎
度
た
だ
得
失
な
く
、
こ
の
一
矢
に
定
む
べ
し
と
思
へ
」
と
言
ふ
。

わ
づ
か
に
二
つ
の
矢
、
師
の
前
に
て
一
つ
を
⒞
お
ろ
か
に
イ
せ
む
と
思
は
む
や
。
懈
怠
の
心
、
み
づ
か
ら
知
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
師
Ａ
こ
れ

を
知
る
。
こ
の
戒
め
、
万
事
に
わ
た
る
べ
し
。

道
を
学
す
る
人
、
Ｂ
夕
べ
に
は
朝
あ
ら
む
こ
と
を
思
ひ
、
朝
に
は
夕
べ
あ
ら
む
こ
と
を
思
ひ
て
、
重
ね
て
ね
ん
ご
ろ
に
修
せ
む
こ
と
を
期

注
１

す
。
い
は
ん
や
Ｃ
一
刹
那
の
う
ち
に
お
い
て
懈
怠
の
心
あ
る
こ
と
を
知
ら
む
や
。
な
ん
ぞ
、
た
だ
今
の
一
念
に
お
い
て
、
た
だ
ち
に
す
る
こ

注
２

と
の
は
な
は
だ
⒟
か
た
き
。

（
『
徒
然
草
』
に
よ
る
）

注
１

道
を
学
す
る
人
…
仏
の
道
を
学
ぶ
人
。

注
２

懈
怠
…
仏
教
語
。
な
ま
け
怠
る
こ
と
。
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問
一

点
線
部
⒜
「
頼
み
て
」
、
⒝
「
な
ほ
ざ
り
の
」
、
⒟
「
か
た
き
」
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
。

⒜
「
頼
み
て
」

１

祈
願
し
て

２

あ
て
に
し
て

３

欲
し
が
っ
て

４

軽
ん
じ
て

５

偏
重
し
て

⒝
「
な
ほ
ざ
り
の
」

１

無
意
識
の

２

ぼ
ん
や
り
し
た

３

い
い
加
減
な

４

遠
慮
す
る

５

弱
々
し
い

⒟
「
か
た
き
」

１

硬
質
で
あ
る

２

頑
固
で
あ
る

３

困
難
で
あ
る

４

重
要
で
あ
る

５

仇
敵
で
あ
る

問
二

点
線
部
⒞
「
お
ろ
か
に
」
の
対
義
語
と
し
て
最
も
適
当
な
語
を
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
て
答
え
よ
。

問
三

波
線
部
ア
「
な
か
れ
」
、
イ
「
せ
」
の
品
詞
名
と
し
て
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。

１

動
詞

２

形
容
詞

３

形
容
動
詞

４

助
動
詞

５

助
詞
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問
四

傍
線
部
Ａ
「
こ
れ
」
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
す
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。

１

初
心
の
人
は
無
意
識
の
う
ち
に
師
匠
の
前
で
緊
張
し
て
し
ま
う
こ
と
。

２

初
心
の
人
は
無
意
識
で
あ
っ
て
も
気
持
ち
が
緩
ん
で
し
ま
う
こ
と
。

３

初
心
の
人
は
無
意
識
で
あ
っ
て
も
師
匠
を
軽
ん
じ
て
し
ま
う
こ
と
。

４

初
心
の
人
は
故
意
に
一
本
の
矢
だ
け
を
重
視
し
よ
う
と
す
る
こ
と
。

５

初
心
の
人
は
二
本
の
矢
に
対
し
て
真
剣
に
向
き
合
っ
て
い
る
こ
と
。

問
五

傍
線
部
Ｂ
「
夕
べ
に
は
朝
あ
ら
ん
こ
と
を
思
ひ
、
朝
に
は
夕
べ
あ
ら
ん
こ
と
を
思
ひ
て
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
気
持
ち

を
言
っ
て
い
る
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。

１

命
が
長
く
続
く
こ
と
を
祈
る
気
持
ち
。

２

い
い
加
減
に
過
ご
し
た
こ
と
を
後
悔
す
る
気
持
ち
。

３

後
の
時
間
を
あ
て
に
す
る
気
持
ち
。

４

残
り
時
間
が
短
い
た
め
に
焦
る
気
持
ち
。

５

や
り
た
い
こ
と
が
多
す
ぎ
て
迷
う
気
持
ち
。
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問
六

傍
線
部
Ｃ
「
一
刹
那
の
う
ち
に
懈
怠
の
心
あ
る
こ
と
を
知
ら
む
や
」
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

長
い
間
、
懈
怠
の
心
が
続
く
こ
と
を
知
ら
な
い
だ
ろ
う
か
、
い
や
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

２

長
い
間
、
懈
怠
の
心
が
続
く
こ
と
を
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
、
い
や
知
ら
な
い
だ
ろ
う
。

３

一
瞬
の
う
ち
に
懈
怠
の
心
が
起
こ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
だ
ろ
う
か
、
い
や
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

４

一
瞬
の
う
ち
に
懈
怠
の
心
が
起
こ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
、
い
や
知
ら
な
い
だ
ろ
う
。

５

長
時
間
の
う
ち
の
一
瞬
だ
け
に
懈
怠
の
心
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

問
七

本
文
の
内
容
と
合
致
し
て
い
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
二
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。

１

師
匠
に
会
う
と
き
は
懈
怠
の
心
を
持
た
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

２

ど
ん
な
こ
と
で
あ
っ
て
も
毎
日
少
し
ず
つ
積
み
重
ね
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

３

何
事
に
お
い
て
も
常
に
緊
張
感
を
持
っ
て
取
り
組
む
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

４

師
匠
は
自
分
の
弟
子
の
個
々
の
事
情
を
よ
く
理
解
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

５

繰
り
返
し
修
行
す
る
こ
と
が
仏
道
を
学
ぶ
人
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

６

仏
道
を
学
ぶ
人
達
が
懈
怠
の
心
に
気
付
い
て
い
な
い
の
は
大
し
た
問
題
で
は
な
い
。

７

弓
道
の
師
の
戒
め
は
、
仏
道
を
学
ぶ
人
に
も
懈
怠
の
心
を
意
識
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
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問
八

『
徒
然
草
』
は
誰
の
作
品
か
。
そ
の
作
者
名
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。

１

紀
貫
之

２

松
尾
芭
蕉

３

兼
好
法
師

４

鴨
長
明

５

信
濃
前
司
行
長


