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一

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の

か
ら

ま
で
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

（一）

(五)

１

二
十
世
紀
は
、「
わ
か
る
」
が
当
然
の
時
代
だ
っ
た
。
自
分
は
わ
か
ら
な
く
て
も
、

ど
こ
か
に
「
正
解
」
は
あ
る

―
人
は
そ
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
。
既
に
そ
の
「
正

解
」
は
ど
こ
か
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
恥
ず
か
し
い
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
の
「
正
解
」

、
、
、

を
知
ら
な
い
で
い
る
こ
と
が
恥
ず
か
し
い
の
で
あ
り
、
「
正
解
」
が
存
在
す
る
こ
と

を
知
ら
な
い
で
い
る
こ
と
が
恥
ず
か
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
人
は
競
っ
て

大
学
へ
行
っ
た
し
、
子
供
達
を
競
わ
せ
て
大
学
に
行
か
せ
た
。
ビ
ジ
ネ
ス
の
理
論
書

を
必
死
に
な
っ
て
読
み
漁
っ
た
し
、
誰
よ
り
も
早
く
「
先
端
の
理
論
」
を
知
り
た
が

あ
さ

っ
た
。
そ
れ
を
す
る
こ
と
と
、
現
実
に
生
き
る
自
分
達
が
知
ら
な
い
ま
ま
で
い
る
「
正

解
」
を
手
に
入
れ
る
こ
と
と
は
、
イ
コ
ー
ル
だ
と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

２

〔

Ａ

〕
、
大
学
へ
行
く
こ
と
を
当
た
り
前
に
し
て
、
多
く
の
日
本
人
は
、
大

学
が
そ
う
た
い
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
幻
滅
に
訪
れ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ

は
果
た
し
て
、
「
日
本
の
大
学
が
た
い
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
」
な
の
か
、
あ
る

い
は
ま
た
、
日
本
の
大
学
に
「
自
分
達
の
思
い
込
み
を
な
ん
と
か
し
て
く
れ
る
だ
け

の
万
能
性
が
な
か
っ
た
か
ら
」
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
日
本
の

大
学
は
た
い
し
た
も
の
で
は
な
い
」
と
思
っ
て
し
ま
っ
た
人
達
の
中
に
は
、
「
外
国

の
大
学
だ
っ
た
ら
ま
た
別
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
思
い
込
み
だ
っ
て
生
ま
れ
る
。

外
国
の
大
学
へ
行
く
に
は
金
が
か
か
る
。
「
そ
れ
だ
け
の
金
が
か
か
る
以
上
、
外
国

の
大
学
に
あ
る
も
の
は

“
本
物
”
で
あ
る
は
ず
だ
」
と
い
う
思
い
込
み
だ
っ
て
生
ま

れ
る
。
外
国
の
大
学
に
は
外
国
の
大
学
な
り
の
よ
さ
と
す
ご
さ
は
あ
る
。〔

Ｂ

〕
、

そ
れ
と
「
外
国
の
大
学
だ
か
ら
す
ご
い
」
と
い
う
思
い
込
み
と
は
、
別
で
あ
る
。
そ

、
、
、

れ
が
、「
自
分
達
の
知
ら
な
い
世
界
に
は
ま
だ
す
ご
い
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は

“
正
解
”
が
あ
る
は
ず
だ
」
と
思
い
込
ん
だ
結
果
な
ら
、
外
国
の
大
学
だ
と
て
、「
ど

橋
本
治
『
「
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
方
法
』
に
よ
る

う
っ
て
こ
と
は
な
い
」
の
で
あ
る
。

３

た
と
え
ば
ま
た
、
大
学
を
出
て
社
会
人
に
な
り
、
し
ば
ら
く
し
て
壁
に
ぶ
ち
当
た

る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時
に
、
「
会
社
を
辞
め
て
大
学
に
入
り
直
そ
う
」
と
い
う
決

断
を
す
る
人
も
い
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
い
は
必
要
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

も
し
か
し
た
ら
そ
れ
は
、
錯
覚
か
も
し
れ
な
い
。
「
社
会
に
出
て
未
熟
な
自
分
の
メ

ッ
キ
が
剥
げ
た
」
と
い
う
事
実
が
あ
る
の
な
ら
、
そ
の
未
熟
さ
は
、
自
分
で
克
服
し

は

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
克
服
手
段
が
「
大
学
に
入
っ
て
学
び
直
せ
ば
な
ん
と
か

な
る
」
で
あ
る
の
は
、
も
し
か
し
た
ら
、
短
絡
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
人
が
、
「
自

分
は
正
解
か
ら
離
れ
た
。
大
学
に
は
正
解
が
あ
る
。
そ
の
正
解
に
近
づ
け
ば
、
も
う

一
度
成
功
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
思
い
込
ん
で
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
こ

の
人
の
あ
り
方
は
、
「
ど
こ
か
に
自
分
の
知
ら
な
い
正
解
は
あ
る
」
と
思
い
込
ん
で

い
る
二
十
世
紀
病
な
の
で
あ
る
。

４

二
十
世
紀
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
時
代
で
あ
り
、
進
歩
を
前
提
と
す
る
理
論
の
時

代
だ
っ
た
。
「
そ
の

“
正
解
で
あ
る
理
論
”
を
マ
ス
タ
ー
し
て
き
ち
ん
と
実
践
で
き

た
ら
、
す
べ
て
は
う
ま
く
行
く
」

―
そ
う
い
う
思
い
込
み
が
、
世
界
全
体
に
広
が

っ
て
い
た
。
そ
う
い
う
状
況
の
中
で
は
、「
自
分
の
現
実
を
な
ん
と
か
し
て
く
れ
る

“
正
解
”
は
ど
こ
か
に
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
も
た
や
す
く
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
そ

の
人
達
は
学
習
好
き
に
な
っ
て
、
次
か
ら
次
へ
と
「
理
論
」
を
漁
る
。
一
つ
の
理
論

が
だ
め
に
な
っ
た
ら
、
も
う
一
つ
別
の
ナ
ン
ト
カ
理
論
へ
と
走
る
。
思
想
さ
え
も
が

①

流
行
に
な
っ
た
ら
、
そ
の
後
で
は
、「
流
行
」
さ
え
も
が
思
想
で
あ
る
。（
中
略
）
二

十
世
紀
は
理
論
の
時
代
で
、
「
自
分
の
知
ら
な
い
正
解
が
ど
こ
か
に
あ
る
は
ず
」
と

多
く
の
人
は
思
い
込
ん
だ
が
、
こ
れ
は
「
二
十
世
紀
病
」
と
言
わ
れ
て
し
か
る
べ
き

も
の
だ
ろ
う
。「
ど
こ
か
に

“正
解
”
は
あ
る
」
と
思
い
、「
こ
れ
が

“
正
解
”
だ
」

と
確
信
し
た
ら
、
そ
の
学
習
と
実
践
に
一
路
邁
進
す
る
。
二
十
世
紀
の
そ
の
は
じ
め

ま
い
し
ん
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に
は
社
会
主
義
が
あ
っ
て
、
こ
れ
を
こ
そ
「
正
し
い
」
と
思
っ
た
人
達
は
、
こ
れ
を

熱
心
に
学
習
し
実
践
し
よ
う
と
し
た
。
や
が
て
そ
こ
に
さ
ま
ざ
ま
な
理
論
が
登
場
し

て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
二
、
三
十
年
間
は
、
「
一
世
を
風
靡
し
た
ナ
ン
ト
カ
理

ふ
う
び

論
」
の
花
盛
り
と
な
る
。
そ
こ
で
激
化
し
た
の
は
、
子
供
の
進
学
競
争
ば
か
り
で
は

な
い
。
大
人
だ
と
て
や
は
り
、
や
た
ら
の
学
習
意
欲
で
猪
突
猛
進
を
し
て
い
た
の
で

ち
よ
と
つ
も
う
し
ん

あ
る
。

５

学
習

―
つ
ま
り
は
、
「
既
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
は
ず
の

“
正
解
”
の
存
在

を
信
じ
、
そ
れ
を
我
が
物
と
し
て
マ
ス
タ
ー
し
て
い
く
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
正

解
」
に
対
す
る
疑
問
は
タ
ブ
ー
だ
っ
た
。
そ
れ
が
「
正
解
」
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
て

熱
心
に
学
習
す
る
こ
と
だ
け
が
正
し
く
、
そ
の
「
正
解
」
に
対
す
る
疑
問
が
生
ま
れ

た
ら
、
「
新
し
い
正
解
を
内
含
し
て
い
る
（
は
ず
の
）
新
理
論
」
へ
と
走
る

―
こ

れ
が
一
般
的
な
あ
り
方
だ
っ
た
。
「
ど
こ
か
に

“
正
解
”
は
あ
る
は
ず
だ
」
と
い
う

確
信
は
動
か
ぬ
ま
ま
、
理
論
か
ら
理
論
へ
と
走
っ
て
、
理
論
を
漁
る
こ
と
は
流
行
と

な
り
、
流
行
は
思
想
と
な
る
。
や
が
て
は
、
な
に
が
な
ん
だ
か
わ
か
ら
な
い

“
混
迷

の
時
代
”
と
な
っ
て
、
そ
こ
に
訪
れ
る
の
が
、
「
正
解
で
あ
る
可
能
性
を
含
ん
で
い

る
（
は
ず
の
）
情
報
を
キ
ャ
ッ
チ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
、
情
報
社
会
で

あ
る
。

６

ど
こ
か
に
「
正
解
」
は
あ
る
は
ず
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
教
え
て
く
れ
る
「
情
報
」

を
捕
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

―
そ
の
よ
う
な
思
い
込
み
が
あ
っ
て
、
二
十
世
紀

末
の
情
報
社
会
は
生
ま
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
役
に
立
つ
も
の
か
は
わ
か

ら
な
い
。
し
か
し
、
「

“
正
解
”
に
つ
な
が
る
（
は
ず
の
）
情
報
を
仕
入
れ
続
け
な

け
れ
ば
脱
落
者
に
な
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
思
い
込
み
が
、
一
方
に
は
あ
る
。
だ
か

ら
、
そ
れ
を
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
し
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
る

こ
と
が
で
き
る
の
は
、
「
自
分
も
ま
た

“
正
解
は
ど
こ
か
に
あ
る
”
と
信
じ
込
ん
で

い
る
二
十
世
紀
人
の
一
人
で
あ
る
」
と
い
う
一
体
感
だ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

情
報
社
会
の
裏
側
で
は
、
得
体
の
知
れ
な
い
孤
独
感
も
ま
た
、
同
時
進
行
で
ひ
っ
そ

②

り
と
広
が
っ
て
行
く
。情
報
社
会
で
な
に
を
手
に
入
れ
ら
れ
る
の
か
は
知
ら
な
い
が
、

情
報
社
会
の
一
員
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
情
報
社
会
か
ら
脱
落
し
た
結
果
の
孤
独
を
味

わ
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
が
「
恥
の
社
会
」
で
あ
る
日
本

に
、
「
自
分
の
知
ら
な
い

“
正
解
”
が
ど
こ
か
に
あ
る
は
ず
」
と
い
う
二
十
世
紀
病

が
重
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、
「
わ
か
ら
な
い=

恥
」
は
、
日
本
社
会
に
抜

き
が
た
く
確
固
と
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

（
橋
本

治

『
「
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
方
法
』
に
よ
る
）

は
し
も
と
お
さ
む

(

注)

○

１
～
６
は
段
落
符
号
で
あ
る
。

(

注)

○

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
＝
あ
る
物
事
に
対
す
る
政
治
的
、
あ
る
い
は
歴
史
的
な
立
場
で
形

作
ら
れ
た
考
え
方
。

○

メ
ッ
キ
が
剝
げ
た
＝
隠
れ
て
い
た
本
性
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
。

○

邁
進
＝
ひ
た
す
ら
目
的
に
向
か
っ
て
進
む
こ
と
。

○

一
世
を
風
靡
し
た
＝
あ
る
時
代
に
お
お
い
に
流
行
す
る
こ
と
。

○

タ
ブ
ー
＝
禁
忌
。
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
事
柄
。

き
ん

き
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〔

Ａ

〕
、
〔

Ｂ

〕
に
あ
て
は
ま
る
最
も
適
当
な
こ
と
ば
を
、
次
の
ア
か

(一)
ら
カ
ま
で
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
ん
で
、
そ
の
か
な
符
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア

し
か
し

イ

む
し
ろ

ウ

な
ぜ
な
ら

エ

た
と
え
ば

オ

つ
ま
り

カ

し
か
も

思
想
さ
え
も
が
流
行
に
な
っ
た
ら
、
そ
の
後
で
は
、
「
流
行
」
さ
え
も
が
思
想

①

(二)
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

ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
選
ん
で
、
そ
の
か
な
符
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア

二
十
世
紀
は
理
論
の
時
代
で
あ
り
、
そ
の
思
い
込
み
の
中
で
「
二
十
世
紀
病
」

が
生
じ
、
人
々
は
や
が
て
そ
れ
が
「
思
想
」
な
の
か
「
流
行
」
な
の
か
を
区
別

す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
。

イ

「
正
解
」
は
時
代
と
と
も
に
変
化
す
る
た
め
、
そ
の
「
理
論
」
が
古
く
な
る

前
に
新
し
い
も
の
を
手
に
入
れ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
姿
勢
を
「
流
行
」
と
呼

ぶ
の
は
新
し
い
考
え
方
に
よ
る
思
想
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

ウ

「
正
解
」
を
求
め
て
、
次
か
ら
次
へ
と
新
し
い
「
理
論
」
を
漁
る
の
を
多
く

の
人
が
実
践
し
た
結
果
、
そ
れ
が
「
正
解
」
へ
近
づ
く
た
め
の
一
つ
の
正
し
い

方
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

エ

学
習
と
実
践
に
一
路
邁
進
す
る
こ
と
が
二
十
世
紀
初
め
に
流
行
し
、
そ
の
結

果
と
し
て
一
世
を
風
靡
す
る
よ
う
な
理
論
が
生
ま
れ
た
よ
う
に
、
ど
ん
な
思
想

も
必
ず
流
行
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
。

得
体
の
知
れ
な
い
孤
独
感

と
あ
る
が
、
こ
れ
が
生
じ
る
理
由
と
し
て
最
も
適

②

(三)
当
な
も
の
を
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
選
ん
で
、
そ
の
か
な
符
号
を
書
き
な

さ
い
。

ア

情
報
社
会
に
お
い
て
情
報
を
仕
入
れ
続
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
結
果
、
周
囲
と

の
一
体
感
を
失
っ
て
し
ま
う
か
ら
。

イ

情
報
を
仕
入
れ
た
と
こ
ろ
で
、
情
報
社
会
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
が
何
も
な
い

こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
。

ウ

「
恥
の
社
会
」
の
中
で
「
自
分
だ
け
が
正
解
を
知
ら
な
い
」
こ
と
を
誰
に
も

明
か
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
。

エ

情
報
を
手
に
入
れ
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
も
の
は
二
十
世
紀
人
と
し
て
の
一
体

感
を
保
つ
こ
と
だ
け
だ
と
気
づ
か
さ
れ
た
か
ら
。

次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
中
か
ら
、
そ
の
内
容
が
こ
の
文
章
に
書
か
れ
て
い
る
こ

(四)
と
に
近
い
も
の
を
二
つ
選
ん
で
、
そ
の
か
な
符
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア

人
々
が
競
っ
て
子
供
達
を
大
学
に
行
か
せ
、
ま
た
「
先
端
の
理
論
」
を
誰
よ

り
も
早
く
知
り
た
が
っ
た
の
は
、
二
十
世
紀
の
時
点
で
は
「
正
解
」
が
存
在
し

て
い
た
た
め
、
そ
れ
を
知
ら
な
い
こ
と
は
恥
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

イ

多
く
の
日
本
人
が
大
学
に
感
じ
た
幻
滅
に
は
、
成
功
の
た
め
の
「
正
解
」
が

そ
こ
に
あ
る
と
い
う
思
い
込
み
が
裏
切
ら
れ
た
感
覚
が
背
景
に
あ
り
、
そ
こ
か

ら
外
国
の
大
学
な
ら
本
物
だ
ろ
う
と
い
う
思
い
込
み
も
生
ま
れ
た
。

ウ

会
社
を
辞
め
て
大
学
に
入
り
直
す
決
断
を
す
る
人
の
多
く
は
自
分
の
未
熟
さ

が
原
因
で
社
会
の
壁
に
当
た
っ
た
の
で
あ
り
、
成
功
に
近
づ
く
た
め
の
「
正
解
」

に
出
会
え
な
い
限
り
、
ま
た
挫
折
を
繰
り
返
す
だ
け
で
あ
る
。

エ

「
正
解
」
が
ど
こ
か
に
あ
る
と
す
る
二
十
世
紀
の
考
え
方
の
も
と
で
は
、「
学

習
」
と
は
、
す
で
に
存
在
す
る
正
解
を
信
じ
て
自
分
の
も
の
に
し
て
い
く
た
め

に
、
そ
れ
を
熱
心
に
学
習
し
実
践
す
る
行
為
で
あ
る
と
い
え
る
。

オ

ど
こ
か
に
あ
る
は
ず
の
「
正
解
」
を
求
め
て
「
情
報
」
を
漁
る
二
十
世
紀
病

の
た
め
に
、
「
わ
か
ら
な
い
」
こ
と
を
恥
と
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
と

し
て
日
本
の
社
会
は
「
恥
の
社
会
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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こ
の
文
章
の
展
開
の
仕
方
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
、

(五)
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
中
か
ら
選
ん
で
、
そ
の
か
な
符
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア

反
論
を
想
定
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
方
を
紹
介
し
、
そ
れ
ら
一
つ
一
つ
の
問

題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、
筆
者
の
意
見
の
妥
当
性
を
高
め
て
い
る
。

イ

筆
者
の
主
張
に
つ
い
て
、
同
じ
キ
ー
ワ
ー
ド
を
用
い
て
い
く
つ
か
の
具
体
例

を
検
証
し
、
現
状
の
問
題
点
に
対
す
る
結
論
の
説
得
力
を
高
め
て
い
る
。

ウ

多
く
の
問
題
提
起
を
行
い
、
そ
の
解
決
策
を
豊
富
な
具
体
例
か
ら
て
い
ね
い

に
解
説
す
る
こ
と
で
自
分
の
意
見
の
独
自
性
を
強
調
し
て
い
る
。

エ

自
分
の
主
張
と
一
般
的
な
考
え
方
の
異
な
る
部
分
を
明
確
に
し
な
が
ら
、
自

分
の
意
見
の
正
し
さ
を
く
り
返
し
強
調
し
て
い
る
。

オ

抽
象
的
な
内
容
か
ら
始
め
て
、
具
体
例
を
交
え
つ
つ
徐
々
に
焦
点
を
絞
っ
て

い
く
こ
と
で
、
読
者
と
と
も
に
謎
を
解
明
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。

二

次
の

、

の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

(一)

(二)

次
の
①
、
②
の
文
中
の
傍
線
部
に
つ
い
て
、
漢
字
は
そ
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で

(一)
書
き
、
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
で
書
き
な
さ
い
。

①

国
際
連
合
総
会
の
場
で
児
童
の
権
利
に
関
す
る
宣
言
が
採
択
さ
れ
た
。

②

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
コ
ユ
ウ
の
価
値
観
を
尊
重
す
る
こ
と
が
大
切
だ
。

次
の
文
中
の
〔

③

〕
に
あ
て
は
ま
る
最
も
適
当
な
こ
と
ば
を
、
漢
字
二
字

(二)
で
書
き
な
さ
い
。

情
報
化
が
進
む
今
、
自
ら
の
判
断
で
情
報
を
〔

③

〕
選
択
す
る
能
力
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。
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三

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の

か
ら

ま
で
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

（一）

(六)

１

こ
の
本
の
中
で
も
何
気
な
く
「
食
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
が
、
食
に
は
、

食
べ
る
「
モ
ノ(

f
o
o
d
)

」
と
、
食
べ
る
「
コ
ト(

e
a
t
)

」
、
両
方
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。

お
い
し
い
食
を
考
え
る
と
き
、
お
い
し
さ
の
要
因
が
、
目
の
前
に
あ
る
料
理
と
い
う

モ
ノ
に
あ
る
の
か
、
仲
間
と
楽
し
く
食
卓
を
囲
ん
で
い
る
と
い
う
コ
ト
に
あ
る
の
か

は
、
人
そ
れ
ぞ
れ
で
し
ょ
う
。
食
べ
る
こ
と
に
は
、
そ
の
人
特
有
の
意
思
や
意
識
が

潜
ん
で
い
ま
す
。
何
を
食
べ
る
か
、
ど
の
よ
う
に
食
べ
る
か
、
な
ぜ
食
べ
る
か
に
は
、

必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
そ
の
人
の

“
マ
イ
ル
ー
ル
”
が
存
在
し
ま
す
。
宗
教
の
禁

忌
に
よ
っ
て
食
べ
な
い
こ
と
も
あ
れ
ば
、
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
食
や
話
題
の
食
を
好
ん
で

食
べ
る
と
い
う
こ
と
や
、
小
さ
い
頃
か
ら
の
好
き
嫌
い
で
食
べ
る
食
べ
な
い
と
い
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
食
べ
る
と
い
う
行
為
に
は
、
個
人
や
集
団
、
時
代
や
文
化
な
ど

の
考
え
方
が
入
っ
て
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
大
げ
さ
に
い
え
ば
、「

①

な
食
の
選

択
」
を
私
た
ち
は
日
々
行
っ
て
い
ま
す
。

２

米
国
の
文
化
人
類
学
者
マ
ー
ヴ
ィ
ン
・
ハ
リ
ス
氏
は
、「
食
べ
も
の
と
い
う
の
は
、

胃
袋
に
入
る
前
に
、
集
合
精
神
の
飢
え
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
つ
ま
り

「
食
べ
る
も
の
を
選
択
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
個
々
の
食
べ
も
の
の
特
性
で
は
な
く
、

人
々
の
思
考
パ
タ
ー
ン
に
よ
っ
て
決
ま
る
」
と
話
し
て
い
ま
す
。
ふ
だ
ん
私
た
ち
が

も
の
を
食
べ
る
と
き
は
、
食
に
対
す
る
精
神
、
観
念
、
価
値
体
系
な
ど
と
い
っ
た
こ

と
を
い
ち
い
ち
気
に
か
け
ま
せ
ん
。
食
が
習
慣
化
さ
れ
て
い
る
た
め
、
立
ち
止
ま
っ

②

て
考
え
る
必
要
性
が
な
い
か
ら
で
す
。食
の
思
想
と
い
っ
た
も
の
を
自
覚
す
る
の
は
、

親
し
ん
で
き
た
食
習
慣
や
食
行
動
に
変
化
が
生
じ
た
り
、
異
質
な
食
文
化
や
食
環
境

に
出
会
っ
た
と
き
で
す
。
た
と
え
ば
、
旅
行
、
転
居
、
結
婚
、
入
院
な
ど
を
し
た
際

に
は
、
食
に
つ
い
て
ふ
だ
ん
よ
り
も
強
く
何
か
を
思
う
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

石
川
伸
一
『
「
食
べ
る
こ
と
」
の
進
化
史

培
養
肉
・
昆
虫
食
・
３
Ｄ
フ
ー
ド
プ
リ
ン
タ
』
に
よ
る

３

日
本
人
が
思
う
「
寿
司
」
と
海
外
の
人
が
思
う
「s

u
s
h
i

」
は
、
必
ず
し
も
一
致

し
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
は
っ
き
り
あ
ら
わ
れ
た
の
が
、
２
０
０
６
年
、
海
外
で
の
間
違

っ
た
日
本
食
の
蔓
延
を
危
惧
し
た
日
本
の
農
林
水
産
省
が
、
正
し
い
日
本
食
店
を
認

ま
ん
え
ん

証
す
る
「
海
外
日
本
食
レ
ス
ト
ラ
ン
認
証
制
度
」
の
創
設
を
発
表
し
た
と
こ
ろ
、
海

外
メ
デ
ィ
ア
か
ら
一
斉
に
バ
ッ
シ
ン
グ
を
受
け
る
と
い
う

“
事
件
”
で
し
た
。
「
ス

③

シ
ポ
リ
ス
が
日
本
か
ら
や
っ
て
く
る
」
と
揶
揄
さ
れ
、
多
く
の
非
難
を
集
め
た
こ
と

や

ゆ

な
ど
で
、
最
終
的
に
農
水
省
は
実
施
を
見
送
り
ま
し
た
。
ス
シ
に
対
す
る

“保
護
主

義
”
と

“
自
由
主
義
”
と
い
う
あ
る
種
の
「
食
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立
」
が
起
こ
っ

た
と
い
え
ま
す
。
日
本
人
か
ら
み
る
と
ち
ょ
っ
と
怪
し
げ
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
現

地
の
人
に
す
れ
ば
れ
っ
き
と
し
た
ス
シ
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
同
じ

よ
う
に
日
本
や
ア
メ
リ
カ
の
ピ
ザ
も
、
イ
タ
リ
ア
人
は
憤
り
を
覚
え
る
か
も
し
れ
な

い
で
し
ょ
う
し
、
イ
ン
ド
人
か
ら
す
れ
ば
日
本
の
カ
レ
ー
も
奇
妙
に
感
じ
る
こ
と
で

し
ょ
う
。
お
い
し
い
料
理
は
、
国
境
を
越
え
、
そ
の
土
地
で
変
容
し
、
多
様
化
す
る

宿
命
を
も
っ
て
い
ま
す
。（
中
略
）

４

私
た
ち
は
、
ふ
だ
ん
、
個
人
的
な
特
徴
と
ま
わ
り
に
あ
る
社
会
集
団
と
の
関
わ
り

の
中
で
、
自
分
が
何
者
な
の
か
を
定
義
し
て
、
社
会
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
作

り
上
げ
て
い
ま
す
。「
何
を
食
べ
る
か
」「
ど
の
よ
う
に
食
べ
る
か
」
と
い
っ
た
こ
と

は
、
す
べ
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
作
業
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
中
世
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
貴
族
の
食
事
な
ど
で
は
、
食
べ
る
行
為
が
、
自
己
イ
メ
ー
ジ
や
他
人
に
対

し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
出
し
、
社
会
的
地
位
、
身
分
、
人
気
に
つ
い
て
暗
示
す
る

こ
と
で
、
ス
テ
ー
タ
ス
シ
ン
ボ
ル
の
役
目
も
果
た
し
て
き
ま
し
た
。
ま
た
現
代
で
も
、

オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
の
野
菜
を
食
べ
る
人
や
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
の
牛
丼
を
食
べ
る
人
に
、

固
定
観
念
的
な
見
方
を
抱
く
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。食
べ
る
と
い
う
個
人
の
行
為
は
、

社
会
的
な
意
味
を
も
ち
、
人
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
構
築
に
重
要
な
役
割
を
果
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た
し
て
い
ま
す
。

５

さ
ら
に
、
食
に
よ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
個
人
だ
け
で
は
な
く
、
国
家
や
地

域
、
人
種
や
階
層
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
な
ど
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
形
成
に
も
反
映
さ
れ
、
強

化
さ
れ
て
い
ま
す
。
前
述
し
た
ス
シ
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
「
国
民
食
」
の
代
表
で

あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
を
感
じ
や
す
い
対

象
で
す
。
そ
の
た
め
、
自
分
た
ち
が
思
い
描
く
ス
シ
と
異
な
る
ス
シ
を
目
に
す
る
と
、

感
情
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
人
が
多
い
の
で
し
ょ
う
。
他
の
国
、
韓
国
で
あ
れ
ば
キ
ム
チ
、

米
国
で
あ
れ
ば
感
謝
祭
の
七
面
鳥
、
英
国
で
あ
れ
ば
フ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ア
ン
ド
・
チ
ッ

プ
ス
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
あ
れ
ば
ベ
ジ
マ
イ
ト(

パ
ン
な
ど
に
塗
る
塩
辛
い
ジ
ャ

ム
の
よ
う
な
も
の)

な
ど
が
国
民
食
に
あ
た
る
と
い
わ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
食
べ
物
が
、

そ
の
国
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
に
深
く
関
与
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
地
域
、

人
種
・
民
族
、
家
庭
な
ど
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
ソ
ウ
ル
フ
ー
ド
」
が
あ
り
、
そ
れ

ら
が
精
神
的
な
支
え
に
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

６

日
本
の
国
民
食
の
ひ
と
つ
と
い
え
る
も
の
に
、
梅
干
し
が
あ
り
ま
す
。
日
本
に
来

た
外
国
人
が
、
初
め
て
梅
干
し
を
食
べ
る
動
画
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
に
多
数
投
稿
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
多
く
は
、
見
た
目
や
に
お
い
か
ら
は
予
想
で
き
な
い
塩
っ
ぱ
さ
に
、
顔

し
よ

を
し
か
め
た
り
、
悶
絶
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
こ
の
反
応
は
、
そ
の
人
が
日
本
の
食

も
ん
ぜ
つ

文
化
に
馴
染
ん
で
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
梅
干
し
の
よ
う
な
日

な

じ

本
っ
ぽ
い
も
の
を
普
通
に
食
べ
る
こ
と
は
、
そ
う
し
た
人
が
日
本
人
で
あ
る
可
能
性

が
高
い
こ
と
を
示
す
一
方
、
驚
く
よ
う
な
反
応
を
示
す
人
は
そ
う
で
は
な
い
こ
と
を

暗
示
し
て
い
ま
す
。
ス
シ
や
梅
干
し
の
例
が
示
す
の
は
、
食
が
、
集
団
や
個
人
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
と
っ
て
大
事
な
要
素
で
あ
り
、
と
り
わ
け
、
そ
の
人
が
ど
の
国

家
や
地
域
、
人
種
・
民
族
に
属
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と

で
す
。
人
々
の
間
で
維
持
さ
れ
て
き
た
食
文
化
は
、
個
々
の
帰
属
意
識
を
育
む
際
に

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、〔

Ａ

〕。

７

梅
干
し
を
食
べ
る
、
食
べ
な
い
と
い
っ
た
食
行
動
は
、
そ
の
人
が

“
う
ち
わ
の
仲

間
”
な
の
か
、

“
部
外
者
”
な
の
か
の
違
い
を
明
確
に
し
ま
す
。
そ
う
し
た
食
に
よ

る

“
境
界
線
”
が
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
維
持
し
、
私
た
ち
に
自
分
と
他
人
を
区

別
す
る
認
識
を
も
た
ら
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
特
定
の
食
べ
も
の
の
選
択
や
、
特

定
の
食
べ
方
が
、
所
属
す
る
集
団
を
結
束
さ
せ
る
一
方
、
そ
の
枠
か
ら
外
れ
る
人
は
、

集
団
か
ら
排
除
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
食
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

は
、集
団
に
お
け
る
受
容
と
排
除
と
い
う
コ
イ
ン
の
裏
表
の
よ
う
な
二
面
性
を
も
つ
、

と
て
も
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
も
の
と
し
て
私
た
ち
の
ご
く
身
近
に
存
在
し
て
い
ま
す
。

（
石
川
伸
一
『
「
食
べ
る
こ
と
」
の
進
化
史

い
し
か
わ
し
ん
い
ち

培
養
肉
・
昆
虫
食
・
３
Ｄ
フ
ー
ド
プ
リ
ン
タ
』
に
よ
る
）

(

注)

○

１
～
７
は
段
落
符
号
で
あ
る
。

(

注)

○

ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
食=

肉
・
魚
介
類
を
食
べ
ず
菜
食
を
す
る
こ
と
。

(

注)

○

蔓
延=

好
ま
し
く
な
い
こ
と
が
ど
ん
ど
ん
広
が
る
こ
と
。

(

注)

○

バ
ッ
シ
ン
グ=

厳
し
く
非
難
す
る
こ
と
。

(

注)

○

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ=

自
分
は
自
分
で
あ
る
と
認
識
す
る
状
態
と
、
そ
の
根
拠
。

(

注)

○

オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク=

化
学
肥
料
や
農
薬
を
使
わ
な
い
有
機
農
産
物
の
こ
と
。

(

注)

○

ジ
ェ
ン
ダ
ー=

社
会
的
・
文
化
的
に
作
ら
れ
る
性
差
。

(

注)

○

ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー=

ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
階
層
や
階
級
。

(
注)

○

シ
ン
ボ
リ
ッ
ク=

象
徴
的
で
あ
る
様
子
。
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①

に
あ
て
は
ま
る
最
も
適
当
な
こ
と
ば
を
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か

(一)
ら
選
ん
で
、
そ
の
か
な
符
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア

客
観
的

イ

積
極
的

ウ

一
般
的

エ

思
想
的

立
ち
止
ま
っ
て
考
え
る

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
た
と
え
た

②

(二)
表
現
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
選
ん
で
、
そ
の
か

な
符
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア

食
に
対
す
る
精
神
や
観
念
、
価
値
体
系
な
ど
を
気
に
か
け
な
い
よ
う
工
夫

す
る
と
い
う
こ
と
。

イ

異
質
な
食
文
化
や
食
環
境
と
意
識
し
て
出
会
う
こ
と
で
食
に
つ
い
て
考
え

直
す
と
い
う
こ
と
。

ウ

習
慣
化
さ
れ
て
無
意
識
に
な
っ
て
い
る
自
身
の
食
に
つ
い
て
、
改
め
て
考

え
る
と
い
う
こ
と
。

エ

固
定
化
し
て
し
ま
っ
た
食
に
対
す
る
思
考
パ
タ
ー
ン
を
改
め
て
選
択
し
な

お
す
と
い
う
こ
と
。

“
事
件
”
と
あ
る
が
、
こ
の
事
件
を
例
と
し
た
筆
者
の
「
食
」
に
つ
い
て
の
主

③
(三)

張
を
要
約
し
、
八
十
字
以
上
九
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。
た
だ
し
、「
現
地
」「
国

境
」「
宿
命
」
と
い
う
三
つ
の
こ
と
ば
を
全
て
使
っ
て
、「
海
外
の｢

ス
シ｣

が
、
…
…
」

と
い
う
書
き
出
し
で
書
く
こ
と
。
三
つ
の
こ
と
ば
は
ど
の
よ
う
な
順
序
で
使
っ
て

も
よ
ろ
し
い
。

（
注
意
）

・
句
読
点
や
「

」
も
一
字
と
数
え
て
、
一
字
分
の
マ
ス
を
使
う
こ
と
。

・
文
は
、
一
文
で
も
、
二
文
以
上
で
も
よ
い
。

※

左
の
枠
は
、

の
下
書
き
に
使
っ
て
も
よ
ろ
し
い
。
た
だ
し
、
解
答
は
必
ず
解
答
用
紙

(三)

に
書
く
こ
と
。

海

外

の

「

ス

シ

」

が

、

8090
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〔

Ａ

〕
に
入
る
表
現
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の

(四)
中
か
ら
選
ん
で
、
そ
の
か
な
符
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア

お
正
月
に
食
べ
る
お
せ
ち
料
理
や
雑
煮
な
ど
は
、
家
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ぞ

う

に

ィ
、
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
に
関
与
し
て
き
た
こ
と
で
し
ょ
う

イ

ア
ボ
カ
ド
が
入
っ
て
い
よ
う
が
マ
ヨ
ネ
ー
ズ
が
か
か
っ
て
い
よ
う
が
ス
シ

は
ス
シ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
し
て
国
境
を
越
え
て
い
く
の
で
す

ウ

幼
虫
を
生
で
食
べ
る
の
は
私
た
ち
に
は
「
気
持
ち
悪
い
」
こ
と
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
現
地
の
人
に
は
魚
の
刺
身
の
方
が
気
持
ち
悪
い
の
で
し
ょ
う

エ

故
郷
を
離
れ
た
と
き
、
そ
の
土
地
の
食
べ
物
に
不
思
議
な
違
和
感
を
感
じ

る
こ
と
で
初
め
て
自
身
の
「
食
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
す

こ
の
文
章
中
の
段
落
の
関
係
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、

(五)
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
選
ん
で
、
そ
の
か
な
符
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア

第
一
段
落
で
「
食
」
に
対
す
る
一
般
的
な
見
解
を
挙
げ
、
第
二
段
落
で
は
そ

の
誤
り
を
批
判
的
に
検
証
し
な
が
ら
問
題
提
起
を
行
っ
て
い
る
。

イ

第
二
段
落
で
「
食
」
と
思
想
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
丁
寧
に
分
析
し
、
第
三

段
落
で
は
今
に
至
る
ま
で
の
歴
史
的
な
経
過
を
整
理
し
て
い
る
。

ウ

第
三
段
落
で
「
食
」
を
め
ぐ
っ
て
考
え
方
が
対
立
し
た
具
体
的
な
事
例
を
挙

げ
、
第
四
段
落
で
は
そ
の
原
因
を
分
析
し
て
解
決
策
を
提
案
し
て
い
る
。

エ

第
四
段
落
で
「
食
」
が
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
わ
る
具
体
例
を
挙

げ
、
第
五
段
落
で
は
さ
ら
に
集
団
に
対
象
を
広
げ
て
考
察
を
深
め
て
い
る
。

次
の
ア
か
ら
オ
は
、
こ
の
文
章
を
も
と
に
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を
行
っ
た
各
班
の

(六)
意
見
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
が
、
本
文
で
の
筆
者
の
考
え
方
に
近

い
も
の
を
二
つ
選
ん
で
、
そ
の
か
な
符
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア
（
一
班
）

「
食
」
は
国
や
地
域
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
精
神
的
な
支

え
に
な
る
も
の
で
す
。
そ
れ
で
も
、
お
い
し
い
料
理
は
そ
う
し
た
境

界
線
を
越
え
て
多
様
化
す
る
宿
命
も
持
っ
て
い
る
の
で
、
自
分
た
ち

の
「
食
」
を
大
切
に
す
る
こ
と
と
他
人
の
食
を
尊
重
す
る
こ
と
の
両

方
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

イ
（
二
班
）

食
べ
る
と
い
う
行
為
に
は
個
人
や
集
団
の
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
方
が

反
映
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
社
会
集
団
の
文
化
を
伝
え
る
大
切
な
も
の

で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
大
切
に
守
り
、
そ
う
し
た
文

化
が
崩
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
正
確
に
伝
え
ら
れ
る
よ
う
努
め

る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

ウ
（
三
班
）

「
食
」
の
文
化
か
ら
生
ま
れ
る
帰
属
意
識
の
た
め
に
、
人
種
や
ジ

ェ
ン
ダ
ー
な
ど
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
形
成
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ

う
し
た
差
別
を
な
く
す
た
め
に
も
、
自
分
た
ち
の
「
ソ
ウ
ル
フ
ー
ド
」

に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
る
こ
と
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
食
文
化
に
馴
染
ん
で
い

く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

エ
（
四
班
）

「
食
」
は
個
人
や
集
団
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
す
る
と
き

に
と
て
も
大
切
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
自
分

た
ち
の
枠
組
み
か
ら
外
れ
る
人
を
排
除
す
る
こ
と
が
絶
対
に
な
い
よ

う
に
、
自
分
と
他
人
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
受
け
入
れ
て
い
く
こ
と

が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

オ
（
五
班
）

多
く
の
人
は
「
食
」
に
対
し
て
日
頃
か
ら
深
く
考
え
る
こ
と
な
く

過
ご
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
「
食
」
を
通
し
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
が
形
成
さ
れ
、
自
分
た
ち
の
帰
属
意
識
を
高
め
る
一
方
で
他
人
を

排
除
す
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
両
方
の
面
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
意

識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
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四

次
の
古
文
を
読
ん
で
、
後
の

か
ら

ま
で
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
（
本
文
の

（一）

（四）

の
左
側
は
現
代
語
訳
で
す
。）

そ
れ
が
し
若
き
と
き
、
武
蔵
に
あ
り
し
に
、
そ
の
こ
ろ
ま
で
は

人
参
を
用
ふ
る

む

さ
し

①
に
ん
じ
ん

私
が

く
す
し
、
は
な
は
だ
ま
れ
な
り
。
も
し
も
人
参
を
用
ふ
る
く
す
し
あ
れ
ば
、
下
手
な

医
者

大
変
珍
し
か
っ
た

処
方
す
る

り
と
い
へ
り
。
世
の
人
、
人
参
の
功
あ
る
事
を
知
ら
ず
と
て
、
杉
某
と

い
へ
る
く

②
す
ぎ

な
に
が
し

効
能

杉
な
ん
と
か
と
い
う

す
し
、
つ
ね
に
う
れ
へ
と
し
て
語
り
き
。
そ
の
の
ち
、
李
士
材
、
蕭
万
輿
と
い
へ
る

ア

り

し

ざ

い

せ
う

ば
ん
よ

心
配
事

も
の
の
方
書
、
世
に
行
は
れ
、
け
ふ
こ
の
ご
ろ
に
い
た
り
て
は
、
か
ろ
き
や
ま
ひ
に

イ

③

医
学
書

世
の
中
に
広
ま
り

も
、
人
参
を
用
ひ
ざ
る
く
す
し
は
少
な
し
。
も
し
も
人
参
を
用
ひ
ざ
る
く
す
し
あ
れ

ば
、
下
手
な
り
と
い
へ
り
。
さ
る
こ
ろ
、
ま
た
武
蔵
に
ゆ
き
、
杉
某
に
あ
ひ
し
に
、

ウ

世
の
人
、
人
参
の
害
あ
る
事
を
し
ら
ず
と
語
り
て
、
そ
の
事
の
み
う
れ
ふ
。
徐
景
山

エ

じ
よ
け
い
ざ
ん

徐
景
山
の
よ

が
通
介
な
り
と
ほ
め
け
り
。
定
ま
り
た
る
見
識
あ
り
て
、
世
の
は
や
り
に
し
た
が
は

つ
う
か
い

オ

う
に
冷
静
な
心
で
あ
る
こ
と
だ

流
行

ざ
る
こ
そ
た
う
と
け
れ
。

尊
い
こ
と
だ

（
『
た
は
れ
草
』
に
よ
る
）

ぐ
さ

（
注
）

○
人
参
＝
高
麗
人
参
。
漢
方
医
学
で

生

薬
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。

こ
う
ら
い

し
ょ
う
や
く

（
注
）

○
李
士
材
、
蕭
万
輿
＝
と
も
に
明
時
代
の
中
国
の
医
者
。

（
注
）

○
徐
景
山
＝
中
国
三
国
時
代
の
政
治
家
。

人
参
を
用
ふ
る
く
す
し
、
は
な
は
だ
ま
れ
な
り

と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て

①

(一)
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
選
ん
で
、
そ
の
か
な
符
号
を

書
き
な
さ
い
。

ア

高
麗
人
参
は
下
手
な
医
者
に
は
使
い
こ
な
せ
な
か
っ
た
か
ら
。

イ

高
麗
人
参
に
は
害
が
あ
る
こ
と
が
広
く
知
ら
れ
て
い
た
か
ら
。

ウ

高
麗
人
参
に
効
能
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
。

エ

高
麗
人
参
は
高
価
な
た
め
一
般
の
人
に
処
方
で
き
な
か
っ
た
か
ら
。

波
線
部
ア
か
ら
オ
ま
で
の
中
か
ら
、
杉
某
と
い
へ
る
く
す
し

が
主
語
で
あ
る
も

②

(二)
の
を
全
て
選
ん
で
、
そ
の
か
な
符
号
を
書
き
な
さ
い
。

か
ろ
き
や
ま
ひ
に
も
、
人
参
を
用
ひ
ざ
る
く
す
し
は
少
な
し

の
現
代
語
訳
と
し

③

(三)
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
選
ん
で
、
そ
の
か
な
符
号

を
書
き
な
さ
い
。

ア

軽
い
病
で
あ
っ
て
も
、
高
麗
人
参
を
処
方
し
な
い
医
者
は
少
な
い

イ

軽
い
病
で
あ
れ
ば
、
高
麗
人
参
を
処
方
す
る
医
者
は
少
な
か
っ
た

ウ

軽
い
病
で
あ
っ
て
も
、
高
麗
人
参
を
処
方
す
る
医
者
は
ま
れ
で
あ
る

エ

軽
い
病
で
あ
れ
ば
、
高
麗
人
参
を
処
方
し
な
い
医
者
が
少
な
く
な
い

次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
、
そ
の
内
容
が
こ
の
文
章
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と

(四)
と
一
致
す
る
も
の
を
一
つ
選
ん
で
、
そ
の
か
な
符
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア

医
者
は
時
代
に
あ
っ
た
処
方
を
見
つ
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

イ

名
医
は
確
固
と
し
た
見
識
を
持
っ
て
、
流
行
に
流
さ
れ
な
い
。

ウ

数
々
の
方
書
に
よ
り
高
麗
人
参
の
害
毒
を
医
者
た
ち
は
知
っ
た
。

エ

高
麗
人
参
の
害
毒
で
犠
牲
者
が
多
く
出
た
こ
と
が
悔
や
ま
れ
る
。

(

問
題
は
こ
れ
で
終
わ
り
で
す
。)
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