
令
和
四
年
度 

前
期
入
試
問
題 

解
説 

【
五
〇
分
・
一
〇
〇
点
・
詳
細
非
公
表
】 

【
一
】
説
明
的
文
章
（
論
説
） 

〈
出
典
〉
『
不
安
の
哲
学
』 

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
や
災
害
な
ど
に
よ
る
不
安
が

社
会
全
体
を
覆
う
今
、
ア
ド
ラ
ー
心
理
学
の
第

一
人
者
で
あ
る
岸
見
が
不
安
の
正
体
を
問
う
著

書
。
社
会
の
不
安
の
み
な
ら
ず
、
今
こ
の
瞬
間

も
多
く
の
人
が
抱
え
て
い
る
対
人
関
係
や
仕
事
、

病
、
死
へ
の
不
安
を
取
り
上
げ
、
そ
の
原
因
と

脱
却
へ
の
道
を
模
索
し
て
い
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
、
ア
ド
ラ
ー
、
三
木
清
な
ど
の
思
想
を
手
が

か
り
に
、
不
安
に
囚
わ
れ
ず
前
を
向
く
道
を
示

し
て
い
く
。 

 

〈
著
者
〉
岸
見 

一
郎 

一
九
五
六
年
、
京
都
生
ま
れ
。
哲
学
者
。
京
都

大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
満
期
退
学

(

西
洋
古
代
哲
学
史
専
攻)

。
専
門
の
哲
学(

西
洋

古
代
哲
学
、
特
に
プ
ラ
ト
ン
哲
学)

と
並
行
し
て
、

一
九
八
九
年
か
ら
ア
ド
ラ
ー
心
理
学
を
研
究
。

主
な
著
書
に
『
嫌
わ
れ
る
勇
気
』『
幸
せ
に
な
る

勇
気
』(

古
賀
史
健
と
共
著
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社)

、

『
幸
福
の
哲
学
』(

講
談
社)

、『
今
こ
こ
を
生
き

る
勇
気
』(NHK

出
版)

な
ど
が
あ
る
。 

 

問
一 

漢
字
の
読
み
書
き 

 

漢
字
は
音
読
み
・
訓
読
み
を
確
認
し
て
学
習

す
る
こ
と
。
ど
れ
も
中
学
校
ま
で
に
既
習
の
漢

字
で
あ
る
。
漢
字
の
理
解
は
文
章
読
解
の
要
、

日
々
の
学
習
で
意
識
し
て
取
り
組
も
う
。 

 

問
二 

対
比(

比
較)

・
同
義
説
明 

 

筆
者
の
主
張
の
要
旨
と
な
る
「
エ
ク
セ
ン
ト

リ
ッ
ク
」
な
生
き
方
と
は
、
ど
の
よ
う
な
生
き

方
を
指
す
の
か
。
受
験
生
に
は
本
文
全
体
を
通

し
て
論
理
的
に
読
解
、
解
釈
す
る
力
が
求
め
ら

れ
て
い
る
。 

「
常
識
的
」
な
生
き
方
と
、
対
比(

比
較)

し

つ
つ
「
エ
ク
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
」
な
生
き
方
と
同

義
関
係
の
記
述
の
論
展
開
を
捉
え
、
一
文
と
一

文
の
論
理
、
段
落
間
の
論
理
、
全
体
の
論
理
を

整
理
し
な
が
ら
読
解
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
エ
ク
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
生
き
方
に
つ
い

て
、
傍
線
部
前
後
の
文
を
読
む
と
、
筆
者
は
「
自

然
に
定
め
ら
れ
て
い
る
中
心
か
ら
離
れ
て
」「
主

体
的
に
そ
の
存
在
中
心
と
も
い
う
べ
き
も
の
を

定
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
叙
述
し
て
い
る
。 

つ
ま
り
、
人
生
は
、
常
識
的
な
価
値
観
の
も

と
「
決
め
ら
れ
た
レ
ー
ル
」
に
従
っ
て
生
き
る

必
要
は
な
く
、
他
者
や
世
間
か
ら
の
「
期
待
を

満
た
す
た
め
」
の
も
の
で
も
な
い
。
そ
の
よ
う

な
エ
ク
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
、
人
と
は
異
な
る
生

き
方
を
選
べ
ば
「
責
任
は
全
て
自
分
に
降
り
か

か
っ
て
く
る
」
た
め
、
不
安
な
気
持
ち
を
抱
く

こ
と
に
な
る
が
、
主
体
的
に
生
き
方
を
形
成
で

き
る
と
い
う
「
自
由
」
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
も
の
を
ま
と
め
た
ア
が
解
答
で
あ
る
。 

イ
に
つ
い
て
、
自
分
の
人
生
は
何
ら
か
の
論

理
な
し
に
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
た
め
、

不
安
を
抱
え
な
が
ら
も
、
人
と
は
異
な
る
生

き
方
を
選
択
す
る
よ
う
な
生
き
方
の
こ
と
。 

→
「
自
分
の
人
生
は
何
ら
か
の
論
理
な
し
に

存
在
し
て
い
る
」
と
い
う
の
が
誤
り
。
中
心
が

「
自
明
の
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
」

と
す
る
の
は
、
常
識
的
な
生
き
方
で
あ
り
、
エ

ク
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
生
き
方
と
は
異
な
る
。 

 



ウ
に
つ
い
て
、
特
定
の
価
値
観
に
と
ら
わ

れ
ず
、
積
極
的
に
中
庸
の
観
点
か
ら
人
生
を

捉
え
、
自
由
意
志
を
持
っ
て
自
分
の
人
生
を

定
立
す
る
よ
う
な
生
き
方
の
こ
と
。 

→
「
積
極
的
に
中
庸
の
考
え
か
ら
人
生
を
捉

え
」
が
誤
り
。
筆
者
は
文
中
で
「
エ
ク
セ
ン
ト

リ
ッ
ク
に
な
り
得
る
こ
と
が
人
間
の
特
徴
で

あ
り
、
そ
れ
故
に
こ
そ
古
来
あ
の
よ
う
に
し

ば
し
ば
中
庸
と
い
う
こ
と
、
ほ
ど
ほ
ど
に
と

い
う
こ
と
が
日
常
性
の
道
徳
と
し
て
力
説
さ

れ
開
け
れ
ば
な
か
っ
た
」
と
あ
る
。「
し
ば
し

ば
」「
ほ
ど
ほ
ど
に
」
中
庸
で
あ
る
こ
と
が
エ

ク
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
生
き
方
で
あ
り
、「
積
極

的
に
」
中
庸
の
観
点
か
ら
生
き
方
を
捉
え
る

こ
と
は
、
筆
者
の
主
張
と
し
て
適
当
で
は
な

い
。 エ

に
つ
い
て
、
社
会
と
調
和
す
る
こ
と
を

意
識
し
て
、
着
実
で
安
定
し
た
一
度
決
め
た

生
き
方
を
貫
く
よ
う
な
生
き
方
の
こ
と
。 

→
こ
れ
は
「
常
識
的
な
生
き
方
」
の
説
明
に
な

っ
て
い
る
。
設
問
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
「
エ

ク
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
生
き
方
」
で
あ
る
た
め

誤
り
で
あ
る
。 

 

問
三 

対
比(

比
較)

説
明 

 

本
文
に
お
い
て
、
常
識
的
な
生
き
方
と
は
、

自
分
の
人
生
は
「
自
明
の
も
の
と
し
て
与
え
ら

れ
て
い
る
」
と
考
え
る
た
め
、
エ
ク
セ
ン
ト
リ

ッ
ク
に
生
き
る
必
要
を
感
じ
ず
に
、「
ま
わ
り
の

社
会
と
も
調
和
し
て
生
き
る
」
よ
う
に
常
識
に

縛
ら
れ
た
も
の
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
・
イ
・

エ
は
正
し
く
、
誤
っ
て
い
る
の
は
、
ウ
で
あ
る
。 

ウ
に
つ
い
て
、
安
定
的
な
生
き
方
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、
集
団
の
価
値
観
に
左
右
さ
れ

ず
に
、
自
分
の
人
生
を
自
由
に
選
択
す
る
よ

う
な
生
き
方
。 

→
問
二
で
み
た
よ
う
に
、
エ
ク
セ
ン
ト
リ
ッ

ク
な
生
き
方
の
説
明
に
な
っ
て
い
る
た
め
、

誤
り
で
あ
る
。
よ
っ
て
解
答
は
ウ
で
あ
る
。 

 

問
四 

空
欄
補
充(

接
続
詞
・
文
と
文
、
段
落
の

関
係) 

空
欄
Ｘ
は
、
ウ
が
適
当
で
あ
る
。
空
欄
の
後

で
は
、
常
識
的
な
価
値
観
を
持
っ
て
い
る
人
の

生
き
方
の
例
と
し
て
「
成
功
者
と
し
て
生
き
る

こ
と
に
価
値
が
あ
る
」
と
す
る
こ
と
を
挙
げ
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
に
は
例
示
す
る
と
き

の
接
続
詞
を
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
答
え
は
ウ

の
「
例
え
ば
」
に
な
る
。 

空
欄
Ｙ
は
、
オ
が
適
当
で
あ
る
。
空
欄
の
前

で
は
、
一
度
き
り
の
人
生
な
の
だ
か
ら
、
自
分

の
好
き
に
生
き
て
よ
く
、
人
の
期
待
を
満
た
す

た
め
に
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
エ
ク

セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
生
き
方
を
例
示
し
た
文
章
で

あ
る
。 

一
方
、
空
欄
後
で
は
、
自
分
で
は
エ
ク
セ
ン

ト
リ
ッ
ク
な
人
生
を
生
き
よ
う
と
し
な
い
で
、

エ
ク
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
生
き
方
を
す
る
人
が
い

れ
ば
、
そ
の
人
生
の
行
く
手
を
阻
も
う
と
す
る

と
い
う
内
容
に
な
っ
て
お
り
、
空
欄
前
と
論
旨

が
異
な
る
。 

 

問
五 

口
語
文
法
の
知
識
と
理
解 

 

１
は
ま
ず
文
法
の
学
習
用
語
で
あ
る
「
付
属

語
」
を
定
義
と
と
も
に
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
か

を
問
う
て
い
る
。
付
属
語
と
は
、
自
立
語
に
続

く
こ
と
で
関
係
や
意
味
を
補
足
す
る
も
の
で
、

活
用
の
あ
る
助
動
詞
と
助
詞
が
含
ま
れ
る
。
指



摘
部
分
の
う
ち
、「
ら
れ
（
ら
る
）」「
た
」「
よ
う

な
」
が
助
動
詞
、「
は
」「
の
」「
を
」
が
助
詞
で

あ
る
。
復
習
す
る
際
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
用

法
を
細
か
く
理
解
確
認
し
、
最
終
的
に
は
一
覧

レ
ベ
ル
覚
え
て
読
解
に
活
か
せ
る
レ
ベ
ル
ま
で

学
習
し
て
ほ
し
い
。 

 

１
は
「
単
語
」
に
つ
い
て
の
話
題
で
あ
っ
た

が
、
２
の
「
文
の
成
分
」
は
「
文
節
」
に
関
わ
る

学
習
用
語
で
あ
る
。
文
の
成
分
と
は
、
一
文
を

意
味
が
不
自
然
に
な
ら
な
ら
い
程
度
に
短
く
区

切
っ
た
も
の
で
あ
り
、
「
主
語
―
述
語
の
関
係
」

を
は
じ
め
複
数
の
関
係
が
存
在
す
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
も
学
習
用
語
の
定
義
を
お
さ
え
、
何
を

テ
ー
マ
と
し
て
問
わ
れ
て
い
る
か
を
把
握
し
、

関
係
を
考
え
る
習
慣
を
磨
い
て
ほ
し
い
。
今
回

の
文
節
は
「
も
の
で
は
」「
な
く
」
に
区
切
ら
れ
、

「
な
く
」
の
も
と
は
（
形
式
）
形
容
詞
が
上
の
文

節
に
意
味
を
補
足
し
て
い
る
た
め
、
補
助
の
関

係
と
判
断
で
き
る
。 

 

３
は
単
語
の
話
題
に
戻
り
、
先
に
述
べ
た
「
活

用
の
有
無
」
に
つ
い
て
の
理
解
を
問
う
て
い
る
。

「
活
用
が
有
る
」
と
は
語
が
別
の
語
に
接
続
す

る
時
、
形
が
変
化
す
る
語
の
こ
と
を
指
す
。
自

立
語
で
活
用
が
あ
る
も
の
を
用
言
（
品
詞
で
い

え
ば
動
詞
・
形
容
詞
・
形
容
動
詞
）、
付
属
語
で

活
用
が
あ
る
語
は
助
動
詞
で
し
た
。
３
の
う
ち
、

「
形
成
し
（
す
る
）」「
な
り
（
な
る
）」
は
動
詞
、

残
り
の
「
な
け
れ
（
な
し
）」「
ま
せ
（
ま
す
）」

「
ん
」
は
助
動
詞
で
あ
る
。
１
で
も
述
べ
た
よ

う
に
、
特
に
助
動
詞
の
識
別
が
難
し
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
の
で
、
細
か
く
学
習
（
復
習
）
し
て
ほ

し
い
。 

 

４
は
敬
語
の
種
類
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
用
い
ら

れ
方
（
敬
意
の
方
向
）
の
理
解
に
つ
い
て
問
わ

れ
て
い
る
。
尊
敬
語
は
語
り
手
（
書
き
手
）
か
ら

動
作
を
す
る
人
に
対
す
る
敬
意
を
表
し
、
謙
譲

語
は
反
対
に
動
作
を
受
け
る
人
に
対
す
る
敬
意

を
表
す
（
へ
り
く
だ
っ
て
相
手
を
高
め
る
と
同

義
）。
丁
重
語
と
は
も
と
は
謙
譲
語
で
あ
っ
た
語

の
敬
意
の
対
象
意
識
が
薄
れ
、
慣
例
的
に
用
い

ら
れ
て
い
く
な
か
で
丁
寧
語
に
近
い
意
味
を
有

す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
。
丁
寧
語
は
聞
き
手

や
読
み
手
に
対
す
る
敬
意
を
表
す
語
。「
な
り
ま

せ
ん
」
の
「
ま
せ
」
は
丁
寧
の
助
動
詞
「
ま
す
」

で
あ
り
、
筆
者
か
ら
我
々
読
み
手
に
対
す
る
敬

語
表
現
で
あ
る
。 

 
問
六 
内
容
と
文
章
表
現
に
関
す
る
理
解 

 

本
文
全
体
を
通
し
て
、
文
章
表
現
の
工
夫
に

よ
り
解
釈
に
与
え
る
影
響
を
考
察
す
る
問
題
で

あ
る
。 

 

ア
に
つ
い
て
、
本
文
で
は
「
思
う
」
や
「
思
っ

て
い
る
」
で
は
な
く
、「
思
い
込
み
」
の
語
を
用

い
、
常
識
的
に
生
き
る
人
々
を
批
判
し
て
い
る

た
め
、
選
択
肢
は
定
義
や
対
象
が
誤
っ
て
い
る
。 

 

イ
に
つ
い
て
、
呼
応
の
副
詞
に
よ
り
強
調
効

果
が
加
え
ら
れ
て
い
る
二
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。
人
生
は
当
然
エ
ク
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
で
あ
り
、

か
つ
て
ト
ロ
イ
メ
ル
だ
っ
た
者
が
後
進
の
ト
ロ

イ
メ
ル
の
行
く
手
を
ふ
さ
ぐ
よ
う
に
な
っ
て
し

ま
う
点
に
留
意
さ
せ
て
い
る
。 

 

ウ
に
つ
い
て
、
二
重
否
定
は
強
い
肯
定
を
表

し
、
対
比
の
効
果
も
片
方
（
特
に
後
者
を
）
強
調

す
る
効
果
が
あ
る
。
本
文
の
筆
者
は
内
容
を
論

理
的
に
展
開
す
る
だ
け
で
な
く
、
ア
～
エ
に
見

ら
れ
る
様
々
な
基
本
的
修
辞
を
用
い
、
我
々
読

者
に
対
し
熱
意
を
以
て
説
明
を
試
み
て
い
る
印

象
を
う
け
ま
す
。 



 
エ
に
つ
い
て
、
肯
定
的
意
味
合
い
の
強
い
語

に
少
し
否
定
的
な
語
と
同
時
に
用
い
る
こ
と
で

皮
肉
を
込
め
た
否
定
的
な
意
を
伝
え
て
い
る
二

例
。 

 

問
七 

要
旨
と
構
成
・
展
開
に
関
す
る
理
解 

 

ア
に
つ
い
て
、
本
文
で
筆
者
は
三
木
の
説

を
複
数
の
目
的
に
基
づ
い
て
引
用
し
て
い
る

が
、
話
題
（
テ
ー
マ
）
の
提
示
や
、
自
説
の
正

当
性
を
証
明
す
る
論
拠
と
し
て
用
い
た
り
し

ま
す
。
し
か
し
、
終
盤
で
筆
者
は
三
木
に
は
言

及
さ
れ
て
い
な
い
自
身
の
意
見
を
述
べ
て
い

る
た
め
、
終
始
一
貫
し
て
三
木
を
な
ぞ
っ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。 

 

イ
に
つ
い
て
、
前
半
か
ら
中
盤
に
か
け
て

の
記
述
は
概
ね
本
文
の
内
容
と
合
致
し
て
い

る
と
い
え
そ
う
だ
が
、
中
盤
か
ら
後
半
に
か

け
て
の
記
述
は
や
や
テ
ー
マ
か
ら
飛
躍
し
て

逸
れ
、
最
後
に
至
っ
て
は
論
点
が
異
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
た
め
誤
り
。 

 

ウ
に
つ
い
て
、
前
半
か
ら
中
盤
に
か
け
て

の
記
述
は
概
ね
本
文
と
整
合
性
が
と
れ
る
が
、

こ
ち
ら
も
終
盤
に
か
け
て
は
「
逆
説
的
状
況
」

を
よ
ろ
し
く
な
い
と
、
そ
の
是
正
が
必
要
だ

と
筆
者
と
は
主
旨
が
ず
れ
て
い
っ
て
い
る
。 

 

エ
に
つ
い
て
、
エ
ク
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
生

き
方
と
対
照
的
な
生
き
方
を
説
明
し
、
本
来

人
間
は
エ
ク
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
に
生
き
る
も
の

で
あ
る
が
そ
う
な
り
難
く
な
っ
て
い
る
理
由

を
示
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
失
っ
た
個
性
を
取

り
戻
す
た
め
に
エ
ク
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
生
き

方
を
推
奨
す
る
結
び
と
な
っ
て
い
る
。
微
妙

な
違
い
で
す
が
、
筆
者
は
エ
ク
セ
ン
ト
リ
ッ

ク
を
推
奨
し
て
い
る
だ
け
で
、
常
識
的
に
生

き
る
人
々
が
生
き
方
を
改
め
る
べ
き
だ
、
と

か
間
違
っ
て
い
る
な
ど
は
述
べ
て
い
ま
せ
ん
。 

自
分
の
大
雑
把
な
主
観
的
解
釈
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
語
と
論
理
、
展
開
に
対
し
論
理
を
意
識

し
、
論
理
展
開
や
構
成
の
理
解
を
も
と
に
、
よ

り
客
観
的
な
解
釈
を
目
指
す
た
め
に
緻
密
に
読

み
、
考
え
、
表
現
で
き
る
よ
う
に
な
ろ
う
。 

 

【
二
】
小
説 (

文
学
的
文
章) 

〈
出
典
〉『
卵
の
緒
』 

母
が
自
分
に
へ
そ
の
緒
を
見
せ
て
く
れ
な
い

こ
と
を
証
拠
に
自
分
が
捨
て
子
だ
と
主
張
す
る

「
僕
」
に
、
母
は
卵
の
殻
を
見
せ
て
「
僕
」
を

「
卵
で
産
ん
だ
」
と
言
う
。
様
々
な
家
族
模
様

が
あ
る
中
で
、「
親
子
」
の
強
く
確
か
な
絆
を
描

く
作
。
今
回
の
題
材
は
同
著
に
収
録
さ
れ
て
い

る
別
の
作
品
。
家
庭
の
事
情
か
ら
、
二
人
き
り

で
暮
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
異
母
姉
弟
が
主
人
公

で
、
初
め
て
会
う
二
人
は
ぎ
く
し
ゃ
く
し
て
い

た
が
、
や
が
て
心
を
触
れ
合
わ
せ
て
い
く(

「7's 

blood

」)

。
優
し
い
気
持
ち
に
な
れ
る
感
動
の

作
品
集
。 

 

〈
著
者
〉
瀬
尾
ま
い
こ 

一
九
七
四
年
、
大
阪
府
生
れ
。
大
谷
女
子
大

学
国
文
科
卒
。
二
〇
〇
一
年
、「
卵
の
緒
」
で
坊

っ
ち
ゃ
ん
文
学
賞
大
賞
を
受
賞
し
、
翌
年
、
単

行
本
『
卵
の
緒
』
で
作
家
デ
ビ
ュ
ー
。『
幸
福
な

食
卓
』
で
吉
川
英
治
文
学
新
人
賞
を
受
賞
す
る
。 

 

問
一 

本
文
中
で
の
語
彙
の
用
い
ら
れ
方 

 

Ａ
～
Ｄ
ま
で
、
ま
ず
は
辞
書
的
意
味
を
確
認

し
て
ほ
し
い
。
そ
の
際
、
漢
字
の
読
み
書
き
や
、

何
故
そ
の
意
味
に
な
る
の
か
構
造
や
背
景
ま
で



気
に
し
て
学
習
し
て
い
こ
う
。
そ
の
後
、
と
り

わ
け
復
習
の
意
味
を
も
っ
た
語
な
ど
で
は
、
本

文
中
で
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い

る
か
論
理
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
選
択

肢
内
の
言
い
換
え
表
現
ま
で
含
め
て
、
語
彙
は

絶
え
間
な
く
関
連
づ
け
を
行
い
つ
つ
学
ん
で
ほ

し
い
。 

 

問
二 

心
情
の
根
拠
（
因
果
関
係
）
の
理
解 

 

七
子
が
「
夜
は
不
思
議
だ
」
と
い
う
心
情
に

至
っ
た
理
由
と
し
て
、
傍
線
部
後
「
日
頃
使
わ

な
い
力
や
感
情
を
動
か
し
て
く
れ
る
」
と
あ
る
。 

 

「
夜
」
は
七
子
の
中
か
ら
煩
わ
し
い
と
い
う

感
情
を
消
し
、
七
生
と
何
も
話
さ
ず
た
だ
歩
い

て
い
る
だ
け
な
の
に
「
七
生
が
楽
し
い
の
も
わ

か
っ
た
」
し
、
七
子
が
「
楽
し
い
と
思
っ
て
い
る

の
も
七
生
に
伝
わ
っ
て
い
た
」
よ
う
に
感
じ
て

い
た
。
普
段
の
七
子
は
、
苦
手
な
犬
の
出
現
に

対
し
て
も
、「
強
気
に
や
り
過
ご
す
」
が
、
七
生

と
二
人
き
り
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
静
寂
な
夜

の
空
間
が
、
七
子
を
素
直
に
さ
せ
、
七
生
を
頼

る
こ
と
に
な
っ
た
と
読
み
取
れ
る
。
し
た
が
っ

て
ウ
が
正
し
い
。 

 

残
り
の
選
択
肢
に
つ
い
て
、
ア
の
静
け
さ
は

右
の
効
果
を
狙
っ
た
も
の
で
、
単
調
な
リ
ズ
ム

や
効
果
を
狙
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
イ
の

視
覚
を
制
限
す
る
こ
と
で
他
の
感
覚
が
研
ぎ
澄

ま
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
が
今
回
は
関
係
が
な
い
。

エ
の
夜
の
描
写
と
七
子
の
感
想
だ
け
で
は
伏
線

と
し
て
機
能
せ
ず
、
狙
い
も
適
切
で
な
い
。 

 

問
三 

小
説
の
舞
台
装
置
や
工
夫
の
意
図 

 

犬
が
苦
手
な
七
子
に
と
っ
て
野
犬
の
出
現
は
、

不
安
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
が
、
特
殊
な

状
況
下
で
自
分
を
振
り
返
る
機
会
を
も
た
ら
し
、

七
子
の
こ
と
を
気
遣
い
な
が
ら
行
動
す
る
頼
れ

る
七
生
と
い
う
存
在
に
つ
い
て
考
え
る
き
っ
か

け
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
亡
き
母
が
七
子
に
七

生
と
の
繋
が
り
を
残
し
て
く
れ
た
こ
と
に
気
づ

く
こ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
よ
っ
て
、
選
択
肢

エ
が
適
当
。 

 

残
り
の
選
択
肢
に
つ
い
て
は
、
ア
の
七
子
が

自
分
の
弱
さ
を
自
覚
す
る
箇
所
は
よ
い
が
、
七

生
に
対
す
る
理
解
に
誤
り
が
あ
る
。
イ
は
七
子

の
自
己
認
識
に
不
足
が
あ
る
点
や
、
七
生
に
頼

も
し
さ
を
感
じ
た
後
の
気
づ
き
の
内
容
が
誤
っ

て
い
る
。
ウ
は
対
照
的
な
性
格
が
故
に
補
い
助

け
合
っ
て
生
き
る
必
要
性
に
つ
い
て
書
か
れ
て

い
る
が
本
文
の
趣
旨
と
は
逸
れ
る
。 

 

問
四 

心
情
の
変
化
や
推
移
の
理
解 

 

傍
線
部
③
か
ら
④
ま
で
の
間
に
は
、
野
犬
の

恐
怖
か
ら
解
放
さ
れ
た
後
、
七
子
の
感
情
が
乱

れ
る
場
面
が
は
さ
ま
れ
る
が
、
③
→
（
右
の
場

面
）
→
④
の
心
情
の
推
移
を
理
解
し
て
説
明
で

き
る
よ
う
に
し
よ
う
。
要
約
す
れ
ば
、「
七
生
の

配
慮
に
触
れ
頼
れ
る
繋
が
り
の
存
在
に
安
心
す

る
→
家
族
と
の
繋
が
り
に
関
す
る
様
々
な
不
安

か
ら
解
放
さ
れ
、
訳
も
分
か
ら
ず
感
情
が
あ
ふ

れ
る
→
感
情
の
正
体
は
母
親
が
七
生
を
引
き
取

っ
た
真
の
理
由
＝
確
か
な
繋
が
り
の
存
在
に
気

づ
く
、
と
い
っ
た
流
れ
と
な
っ
て
い
る
選
択
肢

ウ
が
正
解
。 

 

残
り
の
選
択
肢
に
つ
い
て
は
、
ア
が
七
子
と

七
生
の
関
係
が
「
秘
密
の
共
有
」
や
「
名
前
の
共

通
性
」
に
焦
点
が
あ
た
っ
て
し
ま
い
要
旨
と
異

な
っ
て
い
る
。
イ
の
共
感
が
高
ま
っ
て
い
っ
た

こ
と
は
表
現
さ
れ
て
お
ら
ず
、
七
子
の
感
情
も



悲
し
み
の
み
で
は
な
く
根
拠
も
誤
っ
て
い
る
。

エ
は
冷
静
さ
や
余
裕
は
取
り
戻
せ
て
お
ら
ず
、

本
文
で
は
逆
に
七
生
に
心
配
さ
れ
る
七
子
が
表

現
さ
れ
て
い
る
。 

問
五 

主
題
の
理
解 

 

傍
線
部
の
後
、
分
か
っ
た
実
感
を
繰
り
返
し

て
更
に
後
に
分
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
＝
何
故
母

親
が
愛
人
の
子
ど
も
を
引
き
取
っ
た
の
か
、
に

つ
い
て
考
え
る
過
程
が
示
さ
れ
て
い
る
。「
引
き

受
け
た
理
由
は
、
た
だ
ひ
と
つ
」
に
注
目
し
、
血

の
繋
が
り
や
一
緒
に
い
る
理
由
の
や
り
と
り
が

は
さ
ま
れ
る
が
、
我
慢
強
く
結
末
ま
で
読
み
進

め
よ
う
。
誰
と
も
繋
が
っ
て
い
な
い
寂
し
さ
を

思
い
返
し
、
そ
れ
を
儚
（
は
か
な
）
い
繋
が
り
と

し
、
母
が
七
子
を
一
人
に
し
て
寂
し
い
思
い
を

し
な
い
よ
う
に
、
七
生
と
の
確
か
な
繋
が
り
を

結
ぼ
う
と
し
た
こ
と
に
考
え
が
至
っ
て
い
る
。

こ
の
過
程
を
踏
ま
え
る
と
ウ
が
正
し
い
と
判
断

で
き
る
。 

 

残
り
の
選
択
肢
ア
・
イ
に
つ
い
て
は
名
前
の

類
似
性
に
つ
い
て
は
七
生
と
の
関
係
を
考
え
る

仕
掛
け
に
は
な
っ
て
い
る
が
、
わ
か
っ
た
こ
と

に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
他
、
見
当
違
い
な
要
点

＝
述
語
部
分
に
な
っ
て
い
る
。
ア
・
イ
を
選
択

し
て
誤
っ
て
し
ま
っ
た
受
験
生
は
な
ん
と
な
く

知
っ
て
い
る
言
葉
の
み
気
に
し
て
大
雑
把
に
読

ん
で
い
る
こ
と
が
原
因
だ
と
思
わ
れ
る
た
め
反

省
さ
れ
た
し
。
エ
の
記
述
は
部
分
部
分
で
は
記

述
が
み
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
事
実
（
定
義
）
誤

認
を
し
た
説
明
の
選
択
肢
と
な
っ
て
お
り
、
趣

旨
も
誤
っ
て
い
る
。 

 

問
六 

情
景
描
写
の
理
解 

 

暗
か
っ
た
夜
は
苦
悩
や
不
安
を
抱
え
た
七
子

の
心
情
を
象
徴
し
て
お
り
、
散
歩
や
野
犬
に
追

わ
れ
る
事
件
や
七
生
と
の
交
流
を
経
て
、
死
ん

だ
母
親
の
思
い
に
気
づ
き
、
残
さ
れ
た
繋
が
り

で
あ
る
七
生
の
存
在
と
と
も
に
生
き
方
に
明
る

い
兆
し
が
見
え
て
き
た
こ
と
を
夜
明
け
の
描
写

と
重
ね
て
表
現
し
て
い
る
ア
が
正
解
。 

 

残
り
の
選
択
肢
に
つ
い
て
、
イ
は
「
完
全
に
」

過
去
と
決
別
で
き
た
か
ど
う
か
が
、
末
尾
の
描

写
だ
け
で
は
分
か
ら
な
い
。
他
の
部
分
に
根
拠

が
見
ら
れ
れ
ば
よ
い
が
、
見
当
た
ら
な
い
た
め
、

飛
躍
し
た
読
み
（
客
観
性
に
乏
し
い
読
み
）
だ

と
い
え
る
。
ウ
は
嫌
な
こ
と
か
ら
「
夜
が
長
く

感
じ
ら
れ
た
」
点
や
「
人
付
き
合
い
」
を
嫌
だ
と

感
じ
て
い
た
点
を
な
ど
は
本
文
に
見
ら
れ
な
い

た
め
不
適
。
エ
は
夜
の
散
歩
と
イ
メ
ー
ジ
と
七

子
の
思
い
が
重
な
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
夜
→
朝

の
時
間
の
経
過
が
何
か
を
忘
れ
さ
せ
た
り
変
え

た
り
す
る
こ
と
に
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、

全
く
当
て
は
ま
っ
て
い
な
い
。 

 

問
七 

本
文
中
の
表
現
の
特
徴
や
工
夫
の
意
図 

 

ア
に
つ
い
て
、
問
二
で
考
え
た
「
夜
」
の
場
面

設
定
の
意
図
と
同
様
に
、
見
知
ら
ぬ
土
地
に
二

人
を
置
き
、
日
頃
と
異
な
る
点
を
意
識
さ
せ
よ

う
と
す
る
意
図
が
考
え
ら
れ
る
。 

 

イ
に
つ
い
て
、
末
尾
の
七
生
が
自
分
の
母
親

に
つ
い
て
語
る
場
面
を
除
い
て
は
、
全
体
的
に

七
子
と
七
生
の
会
話
は
短
く
な
っ
て
い
る
。
内

容
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
冗
長
で
な
い
点
か
ら

も
七
子
の
緊
張
や
不
安
が
伝
わ
っ
て
く
る
が
、

七
生
の
子
供
っ
ぽ
さ
を
表
現
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
心
中
語
の
少
な
さ
も
、
基
本
的
に
視

点
や
語
り
が
七
子
で
、
小
説
の
要
点
の
プ
ロ
ッ

ト
や
描
き
た
い
部
分
も
七
子
に
あ
る
と
考
え
ら



れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

 
ウ
に
つ
い
て
、
会
話
文
も
そ
う
で
あ
る
が
、

地
の
文
も
端
的
な
口
語
的
表
現
が
目
立
ち
、
七

子
の
心
情
の
推
移
が
理
解
し
や
す
く
な
っ
て
い

る
。
そ
れ
に
対
し
、
中
盤
か
ら
は
回
想
を
は
じ

め
七
子
の
心
情
描
写
を
細
か
く
描
く
部
分
が
増

え
始
め
、
前
者
と
対
比
さ
れ
て
七
子
の
心
情
の

印
象
が
深
ま
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き

る
。 

 

エ
に
つ
い
て
、
七
子
の
感
情
が
訳
も
分
か
ら

ず
あ
ふ
れ
る
場
面
に
つ
い
て
は
、
七
子
に
と
っ

て
は
そ
の
前
後
で
き
っ
か
け
や
理
由
を
考
え
た

過
程
と
と
も
に
自
覚
さ
れ
て
い
く
が
、
表
面
的

に
は
せ
わ
し
な
く
感
情
が
変
わ
っ
て
い
る
よ
う

に
し
か
見
え
な
い
七
子
を
見
て
、
七
生
は
戸
惑

い
、
理
由
ば
か
り
訊
ね
て
ば
か
り
い
る
。
七
子

に
優
し
く
し
て
い
る
指
摘
を
受
け
る
ま
で
は
、

七
生
が
七
子
と
い
る
理
由
や
自
分
の
母
親
が
自

分
と
い
る
理
由
を
述
べ
て
お
ら
ず
、
当
然
の
よ

う
に
説
明
し
て
逆
に
訊
ね
返
す
様
子
も
う
か
が

え
る
。
以
上
二
点
を
踏
ま
え
る
と
、
二
人
の
繋

が
り
を
自
明
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
七
生
と
感

動
と
と
と
も
に
徐
々
に
繋
が
り
に
つ
い
て
気
づ

き
を
得
て
い
く
対
照
的
な
姿
が
浮
か
び
上
が
り
、

と
り
わ
け
後
者
の
七
子
の
気
づ
き
や
変
化
が
主

題
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

  

【
三
】
古
典
（
古
文
と
漢
文
の
読
解
） 

〈
出
典
〉 

Ⅰ 

『
和
俗
童
子
訓
』（
巻
之
二
） 

 

宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
年
）、
貝
原
益
軒
（
か

い
ば
ら
え
き
け
ん
）
の
著
。
益
軒
は
日
本
の
儒

学
者
で
、
本
書
は
益
軒
の
思
想
の
ま
と
め
だ
け

で
な
く
、
日
本
で
は
じ
め
て
の
ま
と
ま
っ
た
教

育
論
書
と
し
て
の
評
価
が
高
い
。
益
軒
の
活
躍

し
た
時
代
は
日
本
の
朱
子
学
（
儒
学
の
一
つ
）

の
祖
で
あ
る
林
羅
山
や
山
崎
闇
斎
、
陽
明
学
（
前

同
）
の
中
江
藤
樹
、
本
来
の
儒
学
に
な
ら
う
古

学
の
山
鹿
素
行
や
伊
藤
仁
斎
が
活
躍
し
て
お
り
、

中
世
か
ら
近
世
の
社
会
へ
移
行
に
儒
学
が
影
響

を
与
え
た
頃
と
重
な
る
。
無
論
、
儒
学
や
朱
子

学
は
本
来
中
国
古
典
、
漢
文
の
中
で
も
必
須
の

教
養
科
目
で
あ
り
、
益
軒
の
思
想
や
『
和
俗
童

子
訓
』
に
も
多
く
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。 

 
Ⅱ 

『
貞
観
政
要
』 

 

唐
代
を
代
表
す
る
歴
史
家
呉
兢
（
ご
き
ょ
う
）

の
著
。「
貞
観
の
治
」
と
呼
ば
れ
る
太
平
の
世
を

実
現
し
た
太
宗
の
言
行
を
記
録
し
た
書
。
呉
兢

の
生
き
た
時
代
は
骨
肉
の
争
い
に
よ
っ
て
政
治

的
混
乱
が
続
き
、
そ
れ
を
治
め
た
太
宗
へ
の
顕

彰
と
唐
以
降
の
王
権
の
安
定
の
た
め
に
書
か
れ

た
。
日
本
に
お
い
て
も
世
が
乱
れ
た
時
、
天
下

太
平
の
世
を
目
指
す
に
あ
た
り
多
く
読
ま
れ
て

き
て
お
り
、
頼
朝
や
家
康
、
明
治
天
皇
か
ら
現

代
の
リ
ー
ダ
ー
に
至
る
ま
で
参
考
に
し
て
き
た

例
は
数
多
く
存
在
す
る
。 

 

問
一 

歴
史
的
仮
名
遣
い
と
現
代
仮
名
遣
い 

表
題
の
規
則
を
ま
と
め
る
と
左
の
よ
う
に
な

る
。 語

頭
を
除
く
「
は
・
ひ
・
ふ
・
へ
・
ほ
」
→

「
わ
・
い
・
う
・
え
・
お
」 

例･･･

あ
は
れ
→
あ
わ
れ 

 
 

「
ゐ
」・「
ゑ
」・「
を
」
→
「
い
・
え
・
お
」 

 

例･･･

ゐ
な
か
→
い
な
か  

「
ぢ
・
づ
」
→
「
じ
・
ず
」 



 
例･･･

は
づ
か
し
→
は
ず
か
し 

「
く
わ
」
→
「
か
」、「
ぐ
わ
」
→
「
が
」 

 

例･･･
く
わ
し
→
か
し 

「
―au

」
→
「
―ou

」 

 

例･･･

ま
う
す
→
も
う
す 

「
―iu

」
→
「
―yuu
」 

 

例･･･

あ
や
し
う
→
あ
や
し
ゅ
う 

「
―eu

」
→
「
―you

」 

 

例･･･

け
ふ
→
き
ょ
う 

 

以
上
の
規
則
を
踏
ま
え
、
ａ
「
な
ら
は
し
」
は

「
な
ら
わ
し
（
習
わ
し
＝
慣
習
の
意
）」
と
書
き

改
め
、
ｂ
「
た
ふ
と
み
」
→
「
た
う
と
み
」
→

「
と
う
と
み
」
の
読
み
を
参
考
に
、「
尊
み
（
貴

み
）」
と
想
定
し
、
本
文
脈
に
合
う
か
た
ち
で
エ

「
重
宝
し
て
」
の
意
味
だ
と
判
断
す
れ
ば
よ
い
。 

 

問
二 

既
習
古
典
作
品
の
知
識
理
解 

 

「
さ
ら
な
り
（
更
な
り
）」
は
「
言
う
ま
で
も

な
い
」
の
意
で
、
受
験
生
は
『
枕
草
子
』
の
冒
頭

の
学
習
で
登
場
す
る
。『
枕
草
子
』
で
は
言
う
ま

で
も
な
く
「
を
か
し
」
等
が
省
略
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
を
記
述
や
文
脈
を
頼
り
に
補
い
な
が
ら
読

む
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
さ
ら
な
り
」
を
含

む
一
文
の
冒
頭
「
い
は
ん
や
」
に
注
目
し
、「
ま

し
て
や
～
な
お
さ
ら
だ
」
の
内
容
は
こ
れ
よ
り

前
の
内
容
と
想
定
さ
れ
る
た
め
、
直
前
の
一
文

の
「
よ
き
人
と
な
り
が
た
し
」
と
判
断
で
き
る
。 

 

問
三 

古
文
の
解
釈
（
因
果
関
係
） 

 

傍
線
部
を
は
じ
め

Ⅰ

の
古
文
の
解
釈
は
全

体
的
に
平
易
だ
と
思
わ
れ
る
。
古
文
→
現
代
文

へ
の
翻
訳
に
割
く
努
力
＝
時
間
が
必
要
な
い
た

め
、
内
容
読
解
は
大
一
、
二
問
同
様
に
論
理
的

か
つ
客
観
的
な
も
の
と
な
る
よ
う
心
掛
け
て
ほ

し
い
。
傍
線
部
②
の
「
背
き
て
、
争
ふ
」
＝
次
文

「（
諫
め
を
き
き
て
）
怒
れ
ば
」
と
考
え
ら
れ
る

た
め
、
直
後
の
「
重
ね
て
そ
の
人
、
い
さ
め
を
い

は
ず
」
が
傍
線
部
の
理
由
と
な
る
。
せ
っ
か
く

指
摘
注
意
し
て
い
る
（
注
意
し
て
く
れ
て
い
る
）

に
も
関
わ
ら
ず
、
今
風
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
逆

ギ
レ
」
な
ど
さ
れ
て
は
か
な
わ
な
い
。
日
頃
そ

う
い
っ
た
態
度
で
過
ご
す
人
は
人
が
離
れ
て
い

っ
て
し
ま
い
結
果
損
な
生
き
方
と
な
っ
て
し
ま

う
だ
ろ
う
。 

 

問
四 

対
比
（
比
較
）
表
現
（
修
辞
）
と
語
彙 

 
傍
線
部
③
は
「
善
（
で
は
）
こ
れ
（
直
前
内

容
）
よ
り
大
き
い
も
の
は
な
い
＝
最
善
で
あ
る
」

と
解
釈
で
き
る
。
ま
ず
、「
善
、
」
の
直
後
に
助

詞
を
補
う
（
古
文
は
助
詞
の
省
略
が
多
い
特
徴

を
踏
ま
え
）、
こ
れ
（
指
示
語
）
の
内
容
を
補
う

技
術
態
度
が
身
に
付
い
て
い
る
こ
と
が
大
切
で

あ
る
。
そ
の
う
え
で
、「
大
な
る
は
な
し
」
の
対

比
（
比
較
）
表
現
か
ら
最
善
＝
注
意
を
喜
ん
で

聞
き
入
れ
て
誤
り
を
改
め
る
こ
と
と
判
断
で
き

る
。
右
の
内
容
は
更
に
そ
の
前
の
一
文
、「
大
い

に
身
の
益
で
あ
る
」
か
ら
も
読
み
と
れ
る
。 

さ
て
、
こ
の
趣
旨
に
合
致
す
る
も
の
と
し
て
、

受
験
生
に
と
っ
て
は
エ
の
「
良
薬
は
口
に
苦
し
」

が
最
も
な
じ
み
深
い
の
で
は
な
い
か
。
イ
「
忠

言
耳
に
逆
ら
う
」
も
同
様
の
意
で
あ
り
、「
真
心
」

か
ら
の
注
意
は
厳
し
い
も
の
が
多
い
の
だ
ろ
う

が
、
善
だ
と
し
て
も
受
け
入
れ
難
い
も
の
な
の

だ
ろ
う
、
昔
も
今
も
同
じ
と
い
う
こ
と
か
。
残

り
の
選
択
肢
中
の
語
句
の
意
味
も
、
由
来
や
語

の
構
成
ま
で
理
解
し
て
定
着
さ
せ
よ
う
。 

 

問
五 

要
点
と
飾
り
（
修
辞
）
の
効
果 



 
＊
７
「
だ
に
」
＝
「
～
で
さ
え
」
を
参
考
に

し
、
傍
線
部
を
解
釈
す
る
と
、「
少
し
の
食
べ
物 

を
贈
り
物
と
す
る
」
、（
そ
れ
）
で
さ
え
（
贈
ら

れ
た
人
は
）
喜
ぶ
も
の
で
あ
る
（
慣
習
≒
通
常
）。

次
の
一
文
は
「
ま
し
て
や
、
注
意
を
し
て
く
れ

る
人
（
＝
前
出
、
身
の
益
）
は
、（
ま
し
て
）
喜

び
大
切
に
す
べ
き
で
あ
る
」
と
続
く
。 

 

解
釈
は
さ
て
お
き
、
筆
者
の
意
見
（
要
点
）
と

右
の
解
釈
の
つ
な
が
り
を
考
え
る
と
、
傍
線
部

分
を
含
む
前
半
は
飾
り
で
、
後
半
が
要
点
で
あ

る
こ
と
が
分
か
る
は
ず
だ
。
そ
の
時
前
半
は
、

「
贈
り
物
＝
少
し
の
食
料
（
で
さ
え
）
→
喜
ぶ
」

と
程
度
の
低
い
も
の
で
さ
え
喜
ば
れ
る
の
で
あ

る
か
ら
、
本
文
脈
か
ら
伺
え
る
「
注
意
を
し
て

く
れ
る
人
や
注
意
自
体
は
」
は
ま
し
て
貴
重
な

も
の
で
あ
る
、
と
要
点
を
強
調
す
る
役
割
を
果

た
し
て
い
る
。 

 

問
六 

漢
文
の
訓
読 

 

受
験
生
に
ま
ず
確
認
し
て
ほ
し
い
こ
と
が
、

「
白
文
」「
訓
点
」「
訓
読
（
文
）（
す
る
）」「
書

き
下
し
文
（
書
き
下
す
）」
等
の
定
義
の
理
解
と

学
習
語
彙
の
定
着
で
あ
る
。
こ
の
学
習
語
彙
の

定
義
を
き
ち
ん
と
理
解
し
て
学
習
を
進
め
な
い

と
つ
ま
ず
く
場
合
が
多
い
。「
訓
点
」
は
さ
ら
に

「
返
り
点
」
「
送
り
仮
名
」「
句
読
点
」
に
分
け

ら
れ
る
が
こ
ち
ら
の
定
義
は
理
解
定
着
で
き
て

い
る
か
、
解
答
に
あ
た
っ
て
確
認
し
て
お
い
て

ほ
し
い
。 

 

さ
て
、
漢
文
も
日
本
語
と
同
様
、
縦
書
き
の

場
合
は
上
か
ら
下
に
読
む
。
ま
た
、
返
り
点
の

う
ち
「
ㇾ
点
」
は
一
字
返
っ
て
読
み
、「
一
、
二

点
」
は
二
字
以
上
返
っ
て
読
む
場
合
に
用
い
、

漢
数
字
が
読
む
順
番
を
表
し
て
い
る
。
右
の
理

解
を
基
に
、
受
験
生
は
学
習
の
中
で
訓
読
の
練

習
を
重
ね
、
レ
点
が
続
く
文
の
訓
読
な
ど
読
み

慣
れ
て
受
験
を
迎
え
て
ほ
し
い
。 

 

問
七 

和
漢
の
比
喩
表
現 

 

日
本
の
こ
と
わ
ざ
に
も
、「
魚
心
あ
れ
ば
水
心

＝
（
相
性
が
よ
く
）
非
常
に
親
し
い
さ
ま
、
の

意
」
が
あ
り
、
こ
う
い
っ
た
表
現
は
大
陸
の
文

化
（
詩
文
）
を
由
来
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
は
魚
と
水
（
こ
の
際
厳
密
な
対
比
区
別

は
し
な
い
が
）
の
相
性
が
ぴ
っ
た
り
な
よ
う
に
、

後
述
す
る
「
正
主
」
と
「
正
臣
」（
無
論
、「
邪
主
」

と
「
邪
心
」
も
ぴ
っ
た
り
で
は
あ
る
が
）
の
「
正
」

し
い
志
が
合
わ
さ
る
こ
と
で
、
そ
の
時
世
は
安

泰
に
な
ろ
う
、
と
続
く
。 

 

問
八 

複
数
文
章
の
対
比
読
解
と
推
論
思
考 

１ 

古
文
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
家
を
保
つ
」

は
、
他
人
か
ら
の
注
意
を
喜
ん
で
受
け
入

れ
る
人
は
誤
り
も
少
な
く
な
る
→
身
や

「
家
の
安
泰
を
保
つ
」
と
い
っ
た
解
釈
で

あ
る
。
次
に
漢
文
で
は
注
意
を
す
る
側
と

受
け
る
側
の
境
遇
に
違
い
は
あ
る
も
の
の
、

侍
臣
の
諫
言
を
太
宗
が
聞
き
入
れ
る
→

「
国
家
を
安
泰
に
す
る
」
と
な
り
、
五
字

の
条
件
に
は
末
尾
の
「
致
天
下
太
平
」
が

解
と
な
る
。 

２ 

で
は
先
延
ば
し
に
し
て
い
た
、
今
回
の

漢
文
に
お
け
る
「
正
」
と
は
何
か
。
古
文
の

内
容
を
踏
ま
え
て
考
え
る
点
、
漢
文
の
上

下
君
臣
が
「
正
」「
邪
」
異
な
れ
ば
理
を
通

す
こ
と
の
で
き
な
い
点
、
天
下
が
安
泰
と

な
る
た
め
に
は
君
主
に
対
す
る
侍
臣
の
率

直
な
諫
言
（
や
議
論
）
が
必
要
だ
と
い
う



点
を
鑑
み
る
と
、「
正
」
と
は
君
主
で
あ
れ

ば
諫
言
を
聞
き
入
れ
る
こ
と
、
侍
臣
で
あ

れ
ば
率
直
に
諫
言
す
る
こ
と
と
考
え
ら
れ

る
。 

 

３ 

２
を
も
と
に
、「
正
臣
」
が
君
主
の
耳
に

逆
ら
う
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
と
し
て
も
率
直

に
諫
言
す
る
人
物
だ
と
分
か
れ
ば
、
そ
の
反
対
、

君
主
の
考
え
や
機
嫌
に
お
も
ね
正
直
な
考
え
を

伝
え
な
い
人
物
が
「
邪
臣
」
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。
こ
の
人
物
像
に
合
致
す
る
語
は
受
験
生

に
な
じ
み
が
あ
る
で
あ
ろ
う
エ
「
付
和
雷
同
」
、

そ
し
て
や
や
難
し
い
だ
ろ
う
が
、
語
の
構
成
か

ら
（
表
）
面
は
相
手
に
従
い
、
腹
（
心
）
の
内
で

は
相
手
に
背
く
態
度
の
キ
「
面
従
腹
背
」
が
正

し
い
と
分
か
る
。 

 

【
現
代
語
訳
】 

Ⅰ 
 

 

子
ど
も
の
時
は
、
悪
い
癖
や
、
悪
い
慣
習
な

ど
が
あ
る
こ
と
を
、
自
分
で
悪
い
こ
と
だ
と
知

っ
た
な
ら
ば
、
二
度
と
行
う
べ
き
で
は
な
い
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
悪
い
こ
と
を
、
人
に
注
意

さ
れ
、
戒
め
ら
れ
た
時
は
、
喜
ん
で
早
く
改
善

し
、
後
々
ま
で
、
長
ら
く
そ
の
こ
と
を
す
べ
き

で
は
な
い
。
一
度
注
意
さ
れ
た
こ
と
は
、
長
く

心
に
留
め
て
、
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
人
か
ら

注
意
を
受
け
て
お
い
て
、
改
善
せ
ず
、
す
ぐ
に

忘
れ
て
し
ま
う
人
は
、「
守
」
が
な
い
と
言
っ
て

も
よ
い
。
守
が
な
い
人
は
、
よ
き
人
に
は
な
り

難
い
。
ま
し
て
や
、
人
か
ら
の
注
意
を
嫌
い
、
怒

り
恨
む
人
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。（
よ
き
人
に

は
な
り
難
い
。）
人
か
ら
の
注
意
を
聞
い
た
ら
、

喜
ん
で
受
け
る
べ
き
だ
。
必
ず
怒
り
背
い
た
り

し
て
は
な
ら
な
い
。
注
意
を
聞
い
て
、
も
し
喜

ん
で
受
け
入
れ
る
人
あ
ら
ば
、（
そ
の
人
は
）
善

人
で
あ
り
、
よ
く
家
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
。

注
意
さ
れ
る
こ
と
を
嫌
い
、
防
ぐ
人
は
、
必
ず

家
を
壊
す
。
こ
れ
は
善
悪
の
分
か
れ
る
所
で
あ

る
。
注
意
さ
れ
た
こ
と
で
、
道
理
に
か
な
っ
て

い
な
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
背
い
て
、
争
っ
て

は
な
ら
な
い
。
注
意
を
受
け
て
怒
る
と
、
二
度

と
そ
の
人
（
注
意
を
し
て
く
れ
た
人
）
は
、
注
意

を
し
て
く
れ
な
く
な
る
。
一
般
的
に
注
意
を
聞

き
入
れ
る
こ
と
は
、
大
い
に
身
に
有
益
で
あ
る
。

注
意
を
受
け
て
、
喜
ん
で
受
入
れ
、
自
分
の
過

ち
を
改
め
る
の
は
、
最
善
の
こ
と
で
あ
る
。
人

の
悪
事
は
多
い
け
れ
ど
、（
そ
れ
へ
の
）
注
意
を

嫌
う
こ
と
は
最
悪
で
あ
る
。
自
身
の
悪
い
と
こ

ろ
を
指
摘
し
、
自
身
を
注
意
し
て
く
れ
る
人
は
、

大
切
に
し
、
親
し
く
し
た
ほ
う
が
よ
い
。
少
し

の
食
べ
物
を
贈
る
こ
と
で
さ
え
、
喜
ば
れ
る
の

が
通
例
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
注
意
を
し
て
く

れ
る
人
は
、
と
て
も
喜
び
大
切
に
す
べ
き
で
あ

る
。 

 

Ⅱ 
 

【
現
代
語
訳
】 

 

貞
観
元
年
、
太
宗
は
臣
下
に
向
か
っ
て
述
べ

た
こ
と
に
は
、「
正
し
い
君
主
は
、
邪
臣
に
（
治

を
）
任
せ
る
と
、
道
理
を
通
す
こ
と
が
で
き
な

い
。
正
し
い
臣
下
が
、
邪
主
に
仕
官
す
る
と
、
同

様
に
通
り
を
通
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
君
臣
（
の

志
が
）
共
に
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
、
魚
と
水
の

相
性
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
世
を
安
泰
に
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
私
は
賢
明
で
は
な
い
が
、
幸
い
に

し
て
諸
侯
（
皆
）
が
時
折
正
し
く
救
っ
て
く
れ

る
。
願
う
こ
と
に
は
、
私
へ
の
率
直
な
意
見
と

強
固
な
議
論
に
よ
っ
て
、
天
下
を
太
平
に
し
て



い
き
た
い
の
だ
」
と
。 

 

【
書
き
下
し
文
】 

貞
観
元
年
、
太
宗
侍
臣
に
謂
ひ
て
曰
は
く
、

「
正
主
、
邪
心
に
任
ず
れ
ば
、
理
を
致
す
能
は

ず
。
正
臣
、
邪
主
に
事
ふ
れ
ば
、
亦
た
理
を
致
す

能
は
ず
、
惟
だ
君
臣
相
遇
ふ
こ
と
、
水
魚
に
同

じ
き
も
の
有
れ
ば
、
則
ち
海
内
安
か
る
べ
し
。

朕
明
な
ら
ず
と
雖
も
、
幸
に
諸
公
数
（
し
ば
し

ば
）
相
匡
救
（
き
ょ
う
き
ゅ
う
）
す
、
直
言
鯁
議

に
憑
り
て
、
天
下
を
太
平
に
致
さ
ん
。 


