
工
業
高
校
に
お
け
る
古
典
教
育
の
実
際

-
　
は
じ
め
に

高
校
全
入
が
各
方
面
か
ら
さ
け
ば
れ
、
広
島
県
に
お
い
て
は
全
国
有
数
の
高

校
進
学
率
で
あ
る
と
い
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
底
辺
の
内
実
は
実
に
深

刻
な
も
の
で
あ
る
。
生
徒
達
(
高
校
の
制
服
を
身
に
つ
け
た
若
者
達
)
は
'
し

か
た
な
-
学
校
に
来
て
、
何
を
求
め
る
で
も
な
-
各
々
好
き
勝
手
に
五
十
分
の

授
業
時
間
を
過
ご
し
て
い
る
。
生
活
指
導
に
追
わ
れ
て
疲
れ
切
っ
た
教
師
達

は
、
そ
の
よ
う
な
生
徒
を
相
手
に
、
勝
負
す
べ
き
場
で
あ
る
教
室
に
お
い
て

は
'
悪
戦
苦
闘
の
実
践
を
強
い
ら
れ
て
い
る
o

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

と
り
わ
け
、
よ
り
す
ぐ
ら
れ
た
生
徒
達
が
入
学
す
る
本
校
(
広
島
県
立
神
辺

工
業
高
校
)
で
は
、
赴
任
し
て
こ
の
二
年
間
へ
私
は
国
語
教
師
た
る
前
に
'
人

間
教
師
と
し
て
生
徒
達
の
生
活
を
心
配
し
続
け
た
.
U
け
れ
ど
も
へ
教
室
で
は
、

1
国
語
教
師
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

本
校
の
国
語
科
で
は
、
三
年
間
で
「
現
代
国
語
」
七
単
位
へ
　
「
古
典
-
甲
」

二
単
位
を
履
修
さ
せ
て
い
る
。
「
古
典
1
甲
」
の
二
単
位
は
'
三
年
生
で
履
修

す
る
。
こ
こ
に
へ
　
難
題
が
生
じ
る
o
　
工
業
高
校
で
あ
る
た
め
に
卒
業
生
の
約
九

割
が
就
職
し
て
行
-
が
、
そ
の
就
職
は
二
学
期
の
半
ば
に
内
定
し
て
し
ま
う
。

「
古
典
を
や
っ
て
何
に
な
る
ん
な
ら
、
先
公
〃
‥
」
こ
の
よ
う
な
荒
々
し
い
声

が
'
拒
否
反
応
の
ひ
と
つ
と
し
て
'
生
徒
達
か
ら
必
ず
発
せ
ら
れ
る
。
学
習
の

竹
　
　
盛
　
　
浩
　
　
二

意
欲
と
習
慣
の
ほ
と
ん
ど
な
い
彼
ら
を
前
に
し
て
'
古
典
学
習
の
意
義
を
い
く

ら
唱
え
て
み
て
も
始
ま
ら
な
い
o
　
と
も
あ
れ
、
い
か
に
し
て
古
典
に
興
味
を
持

た
せ
'
授
業
に
参
加
さ
せ
て
い
-
か
が
、
先
決
で
危
急
の
問
題
で
あ
っ
た
。

本
稿
で
は
、
そ
の
苦
し
い
実
践
の
い
-
つ
か
を
報
告
す
る
。
五
十
四
年
度
三

年
生
の
電
気
科
二
ク
ラ
ス
(
五
十
1
名
)
、
食
品
工
業
科
一
ク
ラ
ス
(
二
十
名
)
I

工
業
家
庭
科
1
ク
ラ
ス
(
二
十
八
名
)
で
の
実
践
で
あ
る
.
そ
し
て
へ
そ
の
挿

告
を
と
お
し
て
'
「
実
業
高
校
」
に
お
け
る
古
典
教
育
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
に

つ
い
て
、
少
し
で
も
言
及
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
(
)

-
　
長
文
の
限
定
読
み
の
た
め
に

-
　
『
今
昔
物
語
集
』
の
ば
あ
い
　
-

長
い
文
彩
を
'
し
か
も
古
文
を
辛
抱
強
-
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
私
が
教
え

て
い
る
生
徒
の
場
合
へ
　
至
難
の
わ
ざ
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
'
教
室
の
中
で
静
粛

な
態
度
を
保
っ
て
長
時
間
座
っ
て
い
る
こ
と
が
壁
尚
の
苦
痛
で
あ
り
'
ま
し
て

文
字
を
読
む
こ
と
は
日
頃
の
習
慣
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る

か
ら
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
長
文
の
古
文
を
取
り
扱
う
と
な
れ
ば
ど
う
す
れ
ば

よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

言
い
古
さ
れ
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
1
つ
に
は
'
教
材
の
質
が
問
題
と
な

る
。
話
の
展
開
が
起
伏
に
富
ん
で
い
て
、
生
徒
を
引
き
つ
け
得
る
も
の
で
あ
る
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こ
と
。
そ
し
て
、
人
間
の
真
実
を
リ
ア
ル
に
露
出
さ
せ
て
い
て
、
生
徒
を
感
動

さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
教
材
の
条
件
と
な
る
。

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
問
題
は
解
消
さ
れ
な
い
O
き
わ
め
て
消
極
的
な
学

習
意
欲
し
か
な
い
　
(
こ
と
あ
っ
て
お
-
が
'
あ
く
ま
で
現
象
的
に
で
あ
る
)
坐

徒
達
が
、
相
手
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
八
第
三
十
八
話
<
久
松
清
一
・
富
田
精
一
・
佐
藤

謙
≡
編
「
高
等
学
校
古
典
改
訂
版
」
角
川
書
店
1
7
ペ
ー
ジ
>
は
、
確
か
に
学
習

者
の
興
味
を
そ
そ
る
教
材
で
あ
る
。
在
任
中
に
財
を
た
く
あ
え
た
国
守
が
'
帰

京
の
途
上
に
深
い
谷
に
落
ち
た
が
'
そ
の
よ
う
な
生
死
の
き
わ
み
に
あ
っ
て
も

手
の
届
く
限
り
の
平
茸
を
取
り
へ
　
助
け
ら
れ
て
後
も
ま
だ
残
念
が
っ
た
I
と

い
う
説
話
で
あ
る
。
現
代
有
名
政
治
家
の
悪
事
の
逆
'
ハ
u
デ
ィ
と
し
て
み
れ

ば
'
学
習
者
の
興
味
は
倍
増
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
'
冷
徹
に
現
実
を
見
据
え

批
判
す
る
作
者
の
姿
勢
に
学
習
者
は
感
心
す
る
に
ち
が
い
な
い
o
 
L
か
も
そ
の

批
判
が
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
筆
致
を
通
し
て
突
き
出
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
、
痛
烈

な
も
の
と
し
て
受
け
取
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
う
考
え
て
い
た
。

た
だ
し
か
し
へ
　
四
月
早
々
の
入
門
期
(
教
科
苔
の
配
列
に
し
た
が
っ
た
の
で
)

に
こ
れ
を
扱
う
の
で
あ
る
か
ら
'
そ
れ
な
り
の
方
策
が
必
要
で
あ
っ
た
。
文

法
的
な
事
項
の
理
解
を
生
徒
に
期
待
す
る
こ
と
が
無
理
な
こ
と
は
'
前
年
度
に

身
を
も
っ
て
思
い
知
ら
さ
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
'
こ
の
年
度
は
、
努
め
て
そ
の

点
は
避
け
て
通
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
し
、
そ
も
そ
も
こ
の
入
門
期
に
お
い
て
'

忠
実
に
口
語
訳
を
す
る
こ
と
は
生
徒
の
興
味
を
半
減
さ
せ
る
に
ち
が
い
な
か
っ

た
。
か
と
言
っ
て
'
す
t
,
さ
ま
古
文
を
通
し
て
生
徒
を
そ
の
世
界
に
対
噂
さ
せ

る
男
気
を
'
私
は
持
て
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
.
・
口
語
訳
の
文
輩
を
用
意
し
た
。
福
永
武
彦
訳
の
『
今
昔
物
語
』
　
(

河
出
書
房
新
社
日
本
古
典
文
庫
1
1
)
所
載
の
も
の
を
プ
リ
ン
ト
に
し
て
配
布

し
た
。
そ
れ
を
読
ま
せ
た
の
で
は
な
い
。
母
親
が
子
ど
も
に
絵
本
を
読
み
聞
か

せ
る
よ
う
に
'
時
お
り
説
明
を
加
え
な
が
ら
読
ん
で
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

で
話
の
筋
は
確
認
で
き
た
。
た
だ
も
う
1
度
へ
　
生
徒
二
三
人
に
発
表
さ
せ
て
再

確
認
す
る
。
と
こ
ろ
が
'
ほ
と
ん
ど
答
え
て
く
れ
な
い
。
し
か
た
な
く
'
次
の

時
間
に
私
が
ま
と
め
て
板
書
す
る
。
生
徒
の
反
応
を
引
き
出
せ
な
い
私
は
、
な

か
は
頭
に
血
が
の
ぼ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
つ
い
に
、
ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
を
引

き
あ
い
に
出
し
、
こ
の
話
は
「
平
茸
事
件
」
で
あ
る
と
ロ
を
す
べ
ら
せ
て
し
ま

う
。
そ
し
て
へ
　
信
治
の
国
の
民
衆
の
姿
、
為
政
者
の
腹
黒
さ
を
、
生
徒
を
相
手

に
弁
説
す
る
。
こ
の
あ
た
り
か
ら
生
徒
は
体
を
来
ケ
出
し
て
来
る
。
こ
れ
で
へ

こ
の
時
間
は
過
ぎ
て
し
ま
う
Q
　
三
時
間
め
'
古
文
の
本
文
を
私
が
て
い
ね
い
に

朗
読
す
る
'
次
に
生
徒
。
指
名
し
て
リ
レ
I
式
に
読
ま
せ
る
O
　
「
準
父
的
か
な

づ
か
い
」
の
部
分
で
と
ま
ど
い
な
が
ら
'
た
ど
た
ど
し
-
音
読
し
て
い
-
'
ユ

ー
モ
ア
に
あ
ふ
れ
た
筆
致
を
念
頭
に
閃
き
な
が
ら
読
む
こ
と
な
ど
'
望
む
べ
-

も
な
い
。
そ
し
て
'
朗
読
し
終
え
て
し
ま
え
ば
'
彼
ら
の
態
度
は
、
「
も
う
す

ん
だ
。
~
こ
ん
な
い
や
な
こ
と
'
だ
る
い
。
」
と
言
わ
ん
ば
か
り
。
す
で
に
生
徒

の
興
味
は
消
え
去
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
3

古
文
を
読
ま
せ
る
た
め
に
へ
　
そ
の
動
機
づ
け
と
し
て
'
私
は
生
徒
た
ち
に
多

-
を
語
り
す
ぎ
た
よ
う
だ
3
　
た
め
に
へ
実
際
に
古
文
の
本
文
を
読
み
解
く
時
に

は
'
生
徒
は
そ
っ
ぽ
を
向
い
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
'
本
文
を
限
定
す
る
。
作
名
の
鋭
い
批
判
の
杭
神
が
込
め
ら
れ
て
い

る
部
分
～
∧
守
へ
　
「
僻
事
な
言
ひ
そ
'
な
ん
ぢ
ら
よ
。
宝
の
山
に
入
り
て
、

手
を
む
な
し
く
し
て
如
り
た
ら
む
こ
こ
ち
ぞ
す
る
。
『
受
餌
は
倒
る
る
所
に
土

を
つ
か
め
。
』
と
こ
そ
言
へ
。
」
と
言
へ
は
'
-
-
∨
の
部
分
か
ら
最
後
ま
で
の
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部
分
-
　
の
み
を
読
解
す
る
の
で
あ
る
。
「
守
」
の
食
欲
な
行
動
や
考
え
方
に

対
し
、
-
「
日
代
」
と
作
者
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
思
っ
て
い
た
か
を
、
表
現
に
そ
っ

て
ま
と
め
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
途
中
に
は
'
「
か
か
る
死
ぬ
べ
き
き
は
み
」

の
部
分
か
ら
全
文
の
あ
ら
す
じ
を
想
起
確
認
さ
せ
る
作
業
を
含
め
な
が
ら
。

申
し
わ
け
程
度
で
は
あ
る
が
'
本
文
を
読
ん
だ
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ

る
。
「
こ
の
部
分
は
必
ず
中
間
テ
ス
ト
に
出
題
す
る
ぞ
o
L
I
I
こ
の
よ
う
に
'

恩
の
前
に
人
参
を
ぶ
ら
下
げ
な
が
ら
。

・
以
上
、
と
り
と
め
も
な
-
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
本
文
を
限
定
し
た
読
解
は

最
初
か
ら
予
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
生
徒
の
反
応
は
も
ち
ろ
ん
教
室
ご

と
で
異
な
る
し
'
ひ
ど
い
時
に
は
、
教
科
外
の
問
題
で
収
拾
が
つ
か
な
く
な

る
㍗
授
業
が
円
滑
に
進
む
か
ど
う
か
は
、
生
徒
の
そ
の
日
の
気
分
に
大
き
く
左

右
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
生
徒
は
必
ず
し
も
学
習
す
る
姿
勢
で
教
室
に
居
る
の
で

は
な
い
。
生
徒
の
そ
の
バ
イ
オ
リ
ズ
ム
ま
で
予
測
す
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
。

な
れ
ば
、
教
材
分
析
だ
け
し
て
お
い
て
'
あ
と
は
即
興
で
対
応
す
る
し
か
方
途

は
な
い
。
つ
い
つ
い
、
そ
う
考
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
進
退
き

あ
ま
っ
た
中
で
'
こ
の
「
限
定
読
み
(
?
)
」
な
る
も
の
が
登
場
し
た
次
第
で

あ
る
o長

文
を
辛
抱
強
-
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
生
徒
に
と
っ
て
み
れ
ば
ま
さ
に
苦

痛
で
あ
る
ら
し
い
。
な
ら
ば
'
テ
ー
マ
を
佳
苫
'
:
化
し
て
や
り
'
本
文
を
限
定
し

て
読
解
に
入
る
と
い
う
扱
い
方
も
、
邪
道
で
あ
る
よ
う
で
、
私
の
生
徒
に
と
っ

て
み
れ
ば
実
は
適
し
た
方
法
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
?
古
文
読
解
の
障
t
:
‥
と

な
る
諸
々
の
要
素
(
文
法
・
語
柔
・
有
識
故
実
な
ど
)
を
、
順
次
解
消
し
な
が

ら
読
ん
で
い
く
方
法
よ
り
ま
ず
先
に
へ
以
上
述
べ
て
き
た
「
限
定
読
み
」
の
方

法
が
へ
本
校
の
場
合
に
は
有
効
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
仕
方
が
な
い
。

c
o
　
導
入
の
た
め
の
駄
弁

-
　
『
伊
勢
物
語
』
の
は
あ
い
　
-

『
伊
勢
物
語
』
は
歌
物
語
で
は
あ
る
が
、
説
話
文
学
的
な
要
素
も
含
ま
れ
て

い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
「
愛
」
の
姿
が
、
簡
潔
で
鮭
雅
な
文
体
の
中
に
叙
情
的
に

展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
、
1
つ
の
「
お
話
し
」
と
し
て
読
ん
で
い
き
、
そ

し
て
そ
れ
を
物
語
中
の
和
歌
に
収
束
し
て
ゆ
-
詞
讃
き
と
し
て
位
提
づ
け
る
と

い
う
取
り
扱
い
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

教
科
書
に
は
'
第
六
段
(
「
芥
川
」
)
、
第
九
段
(
「
東
下
り
」
)
、
第
二

十
三
段
(
「
筒
井
筒
」
)
が
載
っ
て
い
る
O
は
じ
め
の
二
つ
を
取
り
上
げ
る
予

定
で
あ
る
(
六
月
)
。
た
だ
、
そ
れ
に
し
て
も
、
た
だ
ち
に
本
文
に
入
る
な
ら

ば
'
生
徒
に
は
必
ず
机
抗
が
生
じ
る
に
ち
が
い
な
い
o
そ
の
時
、
導
入
の
た
め

に
ど
う
し
た
か
。

私
は
'
大
学
生
時
代
以
来
'
数
回
の
失
恋
を
経
験
し
た
o
さ
さ
い
な
も
の
を

含
め
れ
ば
'
そ
れ
が
失
恋
と
亭
見
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
七
回
に
な
る
と

思
う
。
そ
の
七
回
も
の
失
恋
を
、
こ
の
場
で
子
細
に
述
べ
る
つ
も
り
は
毛
頭
な

い
が
へ
授
業
の
中
で
は
、
教
師
「
竹
さ
ん
」
の
恋
物
語
と
し
て
具
体
的
に
脚
色

し
て
話
し
た
。
な
か
で
も
、
二
大
失
恋
を
で
っ
ち
あ
げ
(
実
話
も
含
む
)
、
二

つ
の
失
恋
の
パ
タ
ー
ン
を
生
徒
に
印
象
づ
け
よ
う
と
し
た
。
第
1
の
パ
タ
ー
ン

は
、
女
性
を
デ
ー
ト
に
連
れ
出
す
が
、
先
輩
に
う
ば
わ
れ
て
深
い
悲
し
み
に
あ

け
く
れ
る
と
い
う
筋
。
第
二
の
パ
タ
ー
ソ
は
'
永
年
親
密
に
交
際
し
た
女
性
が

家
庭
と
の
板
ば
さ
み
に
悩
ん
だ
あ
げ
-
、
男
に
別
れ
を
告
げ
へ
男
は
族
に
出
る

が
忘
れ
難
-
、
ま
す
ま
す
そ
の
女
性
に
愛
着
を
持
つ
と
い
う
筋
で
あ
る
。
生
徒

は
'
こ
れ
が
古
典
の
授
業
か
と
い
ぶ
か
り
な
が
ら
も
、
お
も
し
ろ
く
聞
い
て
い
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た
。
そ
ん
な
駄
弁
を
す
る
の
に
二
三
時
間
は
費
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

か
-
て
、
『
伊
勢
物
語
』
の
学
習
指
導
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
「
芥
川
」

で
あ
る
。
「
男
」
と
は
第
一
の
パ
タ
ー
ン
に
お
け
る
教
師
「
竹
さ
ん
」
の
分

身
で
あ
り
'
生
徒
は
ひ
そ
か
に
喜
び
な
が
ら
読
み
進
め
て
い
た
。
文
法
的
事
項

(
助
動
詞
「
け
り
」
、
係
助
詞
「
な
む
」
、
訊
え
の
助
詞
「
な
む
」
な
ど
)
杏

折
り
込
ん
で
も
'
生
徒
は
そ
れ
ほ
ど
拒
否
反
応
を
示
さ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
「

草
の
上
に
匿
き
た
り
け
る
霞
を
'
『
か
れ
は
何
ぞ
Q
』
と
な
む
男
に
問
ひ
け

る
。
」
の
部
分
が
'
全
文
の
中
で
ど
の
よ
う
な
意
味
あ
い
を
も
っ
て
い
る
の

か
、
そ
し
て
最
後
の
和
歌
に
ど
う
い
う
効
果
を
与
え
て
い
る
の
か
な
ど
、
活
気

に
満
ち
た
学
習
を
組
桟
で
き
た
。

ま
た
、
先
の
第
二
の
失
恋
パ
タ
ー
ン
は
'
「
東
下
り
」
に
生
か
さ
れ
て
い
っ

た
。
京
都
か
ら
遠
ざ
か
る
に
つ
れ
て
、
逆
に
ま
す
ま
す
女
性
を
憤
う
気
持
ち

を
'
生
徒
は
す
ん
な
り
理
解
し
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
い
に
は
'
教
師
「
竹
さ
ん
」

の
失
恋
に
対
し
、
冗
談
ま
じ
り
に
憐
れ
み
を
示
す
生
徒
ま
で
登
場
し
た
。

1
応
の
成
功
の
原
因
は
'
導
入
の
他
に
も
色
々
と
考
え
ら
れ
る
o
 
l
つ
に

は
'
プ
リ
ン
ト
を
使
用
し
た
こ
と
で
あ
る
。

&
f
c
周
濁
、

昔
、
男
あ
り
け
り
。

ゐ

^
i
f
c
=
.

倦
胴
旧
旧
旧
旧
旧
旧
胴
胴
旧
旧
旧
旧
旧
か
ら
う
じ
て
盗
み
い
で
て
、
い
と
暗
き
に
釆
け
り
O
芥
川
と
い
ふ

川
を
率
て
行
き
け
れ
ば
'
草
の
上
に
置
き
た
り
け
る
苗
を
'
「
か
れ
は
何
ぞ
。
」
と
な
む
男
に
問
ひ
け
る
9
　
行
-
先
多
-
夜
も
ふ
け
に
け
れ
ば
、
鬼
あ
る
所
と

④
　
-
-

も
知
ら
で
'
神
さ
へ
い
と
い
み
じ

I
-
・
蝣
-
-
"
.
-
・
蝣
J
2
-
:
蝣
.
・

.
・.T
t
1
-
1
.
^
-
.
V
-
-
'
:
-
.
∵
*
*
-
T
j
-
'
'
_

、
.
I
_
、
　
　
　
　
　
　
　
　
-
-
-
　
C
-
‥
・
P
ハ
!
ぐ

女
を
ば
奥
に
押
し
入
れ
て
、
男
へ
弓
胡
耕
根
を
負
ひ
て
戸
口
に

を
り
。
は
や
夜
も
明
け
な
む
と
思
ひ
っ
つ
ゐ
た
り
け
る
に
、
鬼
は
や
1
ロ
に
食
ひ
て
け
り
0
　
「
あ
な
や
。
」
と
言
ひ
け
れ
ど
'
神
鳴
る
騒
ぎ
に
え
間
か
ざ
り
け

ゐ

　

こ

り
。
や
う
や
う
夜
も
明
け
ゆ
く
に
、
見
れ
ば
率
て
来
し
女
も
な
し
。
足
ず
り
を
し
て
泣
け
ど
も
か
ひ
な
し
。

白
玉
か
　
何
ぞ
と
人
の
　
問
ひ
し
と
き
　
霞
と
答
へ
て
　
消
え
な
ま
し
も
の
を

(
第
六
段
)

◇
「
け
り
」
　
(
助
動
詞
)

1
 
・
意
味
寸
過
去
(
・
蝣
蝣
タ
)

2
・
活
用
寸

未
然
形
一
連
用
形
一
終
止
形
一
連
体
形

o

 

o

け

り

一

け

る

◇
∧
え
-
-
打
消
表
現
>
+
(
ト
テ
モ
-
デ
キ
ナ
イ
)



一〇 。…

ぇ
得
ま
じ
か
-
け
る
↓
(
と
て
も
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
そ
う
に
な
い

と
て
も
手
に
入
れ
る
べ
き
で
な
い
。

え
聞
か
ざ
り
け
り
。
↓
と
て
も
聞
き
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
.
か
っ
た
。

◇
「
ま
じ
」
(
助
動
詞
)

1
 
・
意
味
◆
打
消
の
推
量
(

デ
キ
ソ
ウ
ニ
ナ
ィ
。
-
ペ
キ
デ
ナ
イ
)

瓜
　
2
・
活
用
◆

II
<
;
'
.
.
.
i
l
'
i
,
.
. _

馳
淋
ー
形
_

ま
　
じ
き

ま
じ
か
る

g
n
a
i
l
E
i
i

-
ア
4
0

◇
「
な
む
」
　
(
係
助
詞
)
　
　
l
・
は
た
ら
き
心
意
味
を
強
め
る
。
　
　
　
　
係
り
　
　
　
結
び
(
連
体
形
)

紹
　
2
・
連
体
形
で
結
ぶ
・
・
・
・
-
「
か
れ
は
何
ぞ
。
」
と
討
男
に
問
ひ
叫
句

3
・
省
略
で
き
る
心
「
か
れ
は
何
ぞ
。
」
と
男
に
問
ひ
け
軒
.

◇
「
な
む
」
心
(
蝣
・
・
シ
テ
ホ
シ
イ
)
0
夜
も
明
け
な
む
と
思
ひ
っ
つ
・
・
>
夜
が
明
け
て
ほ
し
い
と
思
い
な
が
ら

4′

昔
、
あ
る
男
が
い
た
。
(
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
)
幾
年
に
も
わ
た
っ
て
求
婚
し
続
け
て
い
た
が
'
や
っ
と
の
こ
と
で
盗

み
だ
し
て
、
た
い
そ
う
暗
い
夜
に
逃
げ
て
き
た
o
芥
川
と
い
う
川
の
ほ
と
り
を
つ
れ
て
逃
げ
て
行
っ
た
と
こ
ろ
へ
草
の
上
に
置
い
て
い
た
霞
を
(
見
て
女
が
)

「
あ
れ
は
何
で
す
の
。
」
と
男
に
た
ず
ね
た
。
(
男
は
気
の
せ
く
ま
ま
に
返
事
も
し
な
い
で
、
ど
ん
ど
ん
行
-
う
ち
に
)
行
-
先
は
ま
だ
ま
だ
遠
く
、
夜
も
す

っ
か
り
ふ
け
て
し
ま
っ
た
の
で
'
鬼
が
住
ん
で
い
る
所
と
も
知
ら
な
い
で
、
そ
の
う
え
雷
ま
で
も
ひ
ど
-
鳴
り
出
し
、
雨
も
は
げ
し
く
降
っ
て
き
た
の
で
'
荒

れ
果
て
た
蔵
の
中
に
、
女
を
奥
の
方
に
押
し
入
れ
て
'
男
は
(
弓
を
持
ち
)
胡
花
を
背
負
っ
て
戸
口
に
立
っ
て
(
見
張
っ
て
)
い
た
。
(

)
と
思
い
な
が
ら
立
っ
て
い
る
う
ち
に
、
鬼
は
早
く
も
1
E
に
女
を
た
べ
て
し
ま
っ
た
。
女
は
'
「
あ
れ
～
つ
。
」
と
叫
ん
だ
の
だ
が
、

雷
の
鳴
る
音
に
(
ま
ざ
れ
て
)
男
は
聞
き
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
だ
ん
だ
ん
と
夜
も
明
け
て
き
た
の
で
'
蔵
の
中
を
見
る
と
、
連
れ
て
来
た
女
も
い

な
い
。
地
だ
ん
だ
を
踏
ん
で
泣
き
悲
し
ん
だ
が
、
も
う
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
(
そ
こ
で
男
は
)

「
あ
の
白
く
光
る
玉
は
真
珠
で
し
ょ
う
か
'
そ
れ
と
も
何
か
は
か
の
も
の
で
す
か
。
」
と
女
が
た
ず
ね
た
時
に
、
(
返
事
を
し
な
か
っ
た
が
)
　
「
あ
れ
は
罪

2IG

で
す
。
」
と
答
え
て
、
そ
の
露
の
よ
う
に
自
分
も
は
か
な
-
死
ん
で
し
芋
え
ば
よ
か
っ
た
の
に

(
と
'
和
歌
を
よ
ん
'
だ
。
)

A
設
問
Ⅴ
☆
の
部
分
は
、
こ
の
文
章
の
中
で
'
ど
の
よ
う
な
意
味
あ
い
を
持
っ
て
い
る
か
6
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こ
の
プ
リ
ン
-
を
生
徒
は
ノ
ー
ト
が
あ
り
に
し
、
そ
れ
に
書
き
込
み
な
が
ら

授
業
を
受
け
た
。
ま
た
'
板
書
も
極
力
わ
か
り
や
す
-
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
も
大
き
く
左
右
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
'
成
功
の
1
番

の
原
因
は
や
は
り
駄
弁
に
よ
る
導
入
で
あ
っ
た
と
、
私
は
今
で
も
思
っ
て
い

る
。言

う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
授
業
は
生
徒
と
教
師
の
ふ
れ
あ
い
の
上
に
築

か
れ
る
。
ま
し
て
本
校
の
場
合
に
は
'
生
徒
と
の
間
に
人
情
味
あ
ふ
れ
る
き
ず

な
が
な
け
れ
ば
'
生
徒
は
授
業
そ
の
も
の
に
乗
っ
て
こ
な
い
L
へ
学
習
の
意
欲
が

わ
か
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
あ
る
。
教
師
の
人
間
性
を
包
み
隠
さ
ず
生

徒
に
投
げ
つ
け
て
こ
そ
は
じ
め
て
、
生
徒
は
心
を
開
い
て
-
る
も
の
で
あ
る
。

-
　
生
徒
の
落
書
き
か
ら

-
　
「
折
り
句
」
の
応
用
　
-

『
今
昔
物
語
集
』
と
『
伊
勢
物
語
』
を
扱
っ
た
1
学
塀
か
終
了
し
て
、
生
徒

に
ノ
ー
ト
の
提
出
を
求
め
た
o
そ
の
中
の
一
冊
の
ノ
1
-
か
ら
'
落
書
き
を
み

つ
け
た
。
そ
れ
を
も
と
に
'
私
は
次
の
よ
う
な
文
章
を
書
き
へ
　
『
神
工
図
書
館

新
聞
』
に
投
書
し
た
。

「
か
き
っ
ぱ
た
」
の
波
紋

竹
盛
浩
二

『
伊
勢
物
語
』
の
中
に
'
「
東
下
り
」
と
い
う
一
段
が
あ
る
。
恋
に
や
ぶ

れ
た
男
が
、
京
に
居
る
こ
と
を
嫌
い
、
東
国
に
下
っ
て
行
-
物
語
で
あ
る
o

旨
[
!
*
i
I
B

男
は
、
三
河
の
国
(
今
の
愛
知
県
)
の
八
橋
を
通
り
過
ぎ
た
。
そ
の
橋
の

た
も
と
の
水
辺
に
は
、
か
き
つ
ば
た
の
花
が
う
つ
く
し
-
咲
い
て
い
た
。
そ

れ
を
見
た
同
行
の
男
の
'
「
か
き
つ
ば
た
と
い
う
五
文
字
を
'
各
句
の
上
に

つ
け
て
和
歌
を
詠
め
」
と
い
う
注
文
に
、
男
は
次
の
詠
歌
で
答
え
た
.

i

t

・

-

O

v

し

　

,

唐
衣
　
き
つ
つ
な
れ
に
し
　
つ
ま
し
あ
れ
ば

た
ぴ

は
る
ば
る
き
ぬ
る
　
旅
を
し
ぞ
思
ふ

(
馴
れ
親
し
ん
で
い
た
妻
を
都
に
残
し
て
き
た
の
で
、
は
る
ば
る
遠
く
ま

で
来
て
し
ま
っ
た
こ
の
旅
を
'
し
み
じ
み
悲
し
く
思
う
こ
と
よ
。
)

歌
の
右
側
に
力
点
を
付
し
た
と
お
り
、
男
は
「
か
き
つ
は
た
」
と
い
う
五

文
字
を
折
り
~
込
ん
で
、
悲
傷
.
 
Q
放
心
を
見
事
に
表
出
し
た
。
人
々
は
皆
、
そ

れ
を
聞
き
、
感
涙
し
た
。

男
の
「
東
下
り
」
は
更
に
続
く
の
だ
が
、
今
は
と
り
あ
え
ず
、
こ
こ
で
話

を
切
り
た
い
。

『
伊
勢
物
語
』
が
歌
物
語
と
呼
ば
れ
て
い
る
ゆ
え
ん
は
'
こ
こ
ら
で
、
す

で
に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
和
歌
の
か
も
し
出
す
情
感
が
、
物
語
の
幅
を

拡
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
否
、
そ
ん
な
話
は
ど
う
で
も
よ
い
。
『
伊
勢
物
語
』

論
を
め
ざ
し
て
、
筆
を
取
っ
た
の
で
は
な
い
。

こ
の
「
東
下
り
」
の
1
段
は
'
古
典
の
授
業
に
取
り
あ
げ
た
。
教
科
書
に

も
載
っ
て
い
る
。
そ
し
て
'
先
述
し
た
内
容
を
生
徒
の
前
で
話
し
た
。
そ
の

後
、
ノ
1
-
を
提
出
し
て
も
ら
っ
た
。
そ
の
中
の
一
冊
に
、
次
の
よ
う
な
落

書
き
を
見
つ
け
た
。

ハ

　

　

　

＼

p

・

ハ

髪
を
す
く
　
君
の
姿
に
　
つ
り
込
ま
れ

は
や
る
心
を
　
た
え
て
殺
そ
う

J
f
,
わ
く

か
す
か
な
る
　
記
憶
の
中
に
　
つ
づ
ら
れ
た

は
は

母
の
ひ
ざ
も
と
　
た
だ
居
り
し
な
り
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ほ
っ
と
さ
せ
ら
れ
た
。
「
か
き
つ
は
た
」
　
の
五
文
字
を
折
り
込
み
な
が

.
ら
、
澄
み
き
っ
た
詩
情
を
展
開
し
て
い
る
の
だ
。
「
髪
を
す
く
君
」
と
は
女

性
で
あ
り
'
そ
の
歌
に
は
男
性
の
鼓
動
が
脈
打
っ
て
い
る
。
「
記
憶
の
中
」

の
亡
き
「
母
」
の
歌
か
ら
は
'
幼
時
を
懐
か
し
む
桁
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。
と

に
も
か
く
に
も
'
供
の
心
を
満
た
し
て
く
れ
た
。
た
だ
皮
肉
に
も
'
こ
の
二

つ
の
歌
の
作
者
は
女
生
徒
な
の
で
あ
る
Q
　
ま
す
ま
す
驚
か
さ
れ
た
。

古
典
学
習
の
効
果
を
云
云
し
た
い
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
あ
の
「
女
下
り
」

の
歌
を
き
っ
か
け
に
余
技
と
し
て
記
し
た
1
女
生
徒
の
歌
二
首
に
'
僕
の
男

心
が
-
す
ぐ
ら
れ
た
と
い
う
'
そ
の
さ
さ
い
な
事
実
を
'
記
念
と
し
て
書
き

と
め
て
お
き
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

-
　
話
す
こ
と
の
た
め
に

・
-
　
『
故
事
成
語
』
の
は
あ
い
　
-

漢
字
が
読
め
ず
'
ま
た
書
け
な
い
生
徒
が
た
-
さ
ん
い
る
。
現
代
国
語
に
お

い
て
さ
え
そ
の
こ
と
が
1
番
の
支
障
で
あ
る
の
に
、
漢
文
と
も
な
れ
は
'
全
-

の
お
手
上
げ
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

昨
年
度
は
'
『
故
事
成
語
』
の
単
冗
に
お
い
て
況
文
訓
読
法
を
丹
念
に
指
輔

L
t
そ
の
結
果
効
果
が
ほ
と
ん
ど
B
i
.
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
薬
に
、
本
年
度
は
そ

の
扱
い
は
洪
詩
の
指
導
の
中
で
試
み
る
予
定
で
い
た
。
そ
も
そ
も
、
す
ぐ
さ
ま

就
職
し
て
い
-
生
徒
達
に
'
摂
文
を
読
め
る
こ
と
が
直
接
的
に
ど
れ
ほ
ど
の
意

蓑
が
あ
る
の
か
、
私
自
身
疑
問
で
あ
っ
た
。

『
故
事
成
語
』
を
撰
文
と
し
て
扱
わ
な
か
っ
た
も
う
7
つ
の
理
山
に
は
、
そ

の
時
期
(
九
月
)
'
生
徒
に
と
っ
て
1
か
月
後
に
待
ち
構
え
て
い
る
入
社
試
験

が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
　
*
A
J
の
会
社
で
も
、
故
事
成
語
は
必
ず
と
言
っ
て
い
い

ほ
ど
、
そ
の
意
味
を
問
う
形
で
入
社
試
験
に
出
題
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
読

み
方
す
ら
ま
ま
な
ら
な
い
生
徒
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
'
生
徒
た
ち
に
と

っ
て
み
れ
ば
'
そ
の
試
験
は
鬼
よ
り
怖
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
目
の
前
に
ひ

か
え
て
立
ち
す
く
ん
で
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
ま
し
て
、
面
接
試
験
と
も
な

れ
ば
'
体
が
硬
直
し
て
動
か
な
-
な
っ
て
し
ま
う
に
ち
が
い
な
い
。
何
と
か
し

て
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
o

本
年
度
私
は
'
校
務
分
掌
上
'
ち
ょ
う
ど
進
路
指
導
係
で
あ
っ
た
関
係
上
'

過
去
の
本
校
生
徒
が
書
い
て
提
出
し
た
「
入
社
試
験
受
験
報
告
書
」
か
ら
'
そ

し
て
市
販
の
入
社
試
験
問
題
集
か
ら
、
頻
出
の
故
事
成
語
を
整
理
し
て
い
た
。

授
業
で
は
'
そ
れ
を
も
と
に
'
生
徒
各
人
に
　
1
語
ず
つ
担
当
さ
せ
た
。
つ
ま

り
、
授
業
の
あ
る
二
三
日
前
に
、
『
中
国
故
事
成
語
辞
典
』
(
角
川
小
辞
典
加
)

と
『
後
藤
基
己
・
駒
田
信
二
・
常
石
茂
郎
　
中
国
故
事
物
語
』
　
(
河
出
讃
房
新

杜
)
に
載
っ
て
い
る
そ
の
語
の
説
明
部
分
を
各
人
に
コ
ピ
I
を
し
て
資
料
と
し

て
手
渡
し
'
生
徒
は
そ
れ
を
参
考
に
し
な
が
ら
'
「
故
事
」
と
「
意
味
」
を
わ

か
り
や
す
-
ま
と
め
'
何
も
見
ず
に
自
分
の
こ
と
ば
で
、
お
も
し
ろ
-
発
表
す

れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

こ
の
授
業
は
、
ま
じ
め
な
生
徒
よ
り
・
,
{
　
普
段
私
を
手
こ
す
ら
せ
る
生
徒
に

と
っ
て
、
い
き
い
き
と
(
?
)
取
り
組
め
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
'
つ
い

に
は
卒
業
お
あ
ず
け
と
な
っ
た
Y
・
Y
な
ど
は
'
そ
の
時
間
に
限
っ
て
独
埼
場

で
あ
っ
た
o
彼
は
「
漁
父
之
利
」
を
担
当
し
た
D
彼
の
発
表
(
?
)
を
再
現
し

て
み
ょ
う
。

お
い
、
み
ん
な
よ
う
聞
け
よ
。
あ
の
の
う
'
昔
々
の
大
昔
、
山
の
分
校
に

「
竹
さ
ん
」
言
う
若
い
教
師
が
お
っ
て
の
う
'
こ
い
つ
が
ま
た
、
女
好
き
な
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ん
じ
ゃ
。
光
恵
い
う
ぶ
ち
き
れ
い
な
生
徒
が
廊
下
を
歩
い
と
っ
た
ん
じ
ゃ
。

職
員
室
か
ら
出
て
き
た
「
竹
さ
ん
」
は
そ
い
つ
に
1
日
ば
れ
し
て
の
う
、
デ

ー
ト
に
さ
そ
お
う
思
う
て
声
を
か
け
た
ん
じ
ゃ
。
そ
こ
へ
、
出
羽
い
う
悪
い

生
徒
が
来
て
'
「
わ
し
の
女
じ
ゃ
。
」
言
う
て
「
竹
さ
ん
」
と
け
ん
か
に
な

っ
た
ん
じ
ゃ
。
そ
こ
へ
の
う
'
ジ
ャ
ジ
ャ
ー
ン
へ
わ
し
が
出
て
く
る
わ
け
じ

ゃ
。
光
恵
を
連
れ
て
ス
カ
G
で
走
り
去
る
わ
け
よ
。
こ
れ
が
本
当
の
「
漁
父

の
利
」
よ
。
お
い
'
わ
か
っ
た
か
。

私
は
当
惑
し
た
。
で
も
、
授
業
中
い
つ
も
は
ナ
イ
フ
で
机
を
傷
つ
け
る
か
、

あ
る
い
は
歩
き
ま
わ
る
か
の
役
が
、
こ
う
ま
で
楽
し
そ
う
に
し
ゃ
べ
っ
た
の
だ

か
ら
'
そ
れ
以
上
望
む
気
に
は
な
れ
な
か
っ
た
。
「
故
事
」
の
説
明
は
、
私
の

方
で
補
足
し
た
の
で
あ
る
。

教
卓
に
身
を
乗
り
出
し
て
笑
顔
で
語
り
続
け
る
Y
・
Y
の
姿
は
、
今
で
も
忘

れ
ら
れ
な
い
。
彼
は
つ
い
に
三
月
一
日
の
卒
業
式
に
は
出
席
で
き
な
か
っ
た
け

れ
ど
。極

端
な
例
を
出
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
'
こ
れ
が
本
校
生
徒

の
1
つ
の
側
面
で
も
あ
る
。
当
初
の
目
標
は
'
1
応
達
せ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

発
表
す
る
生
徒
は
'
つ
ま
り
な
が
ら
、
ど
も
り
な
が
ら
も
何
と
か
ま
と
ま
り

を
つ
け
て
話
し
て
支
任
は
果
た
し
た
。
聞
く
側
の
生
徒
達
も
楽
し
く
聞
き
入
っ

た
。
そ
し
て
'
三
十
八
名
の
ク
ラ
ス
で
あ
れ
ば
、
三
十
八
個
の
故
事
成
語
は
一

通
り
理
解
し
た
筈
で
あ
る
。

就
職
戦
線
は
解
禁
と
な
り
、
生
徒
達
は
不
安
に
お
の
の
き
な
が
ら
も
受
験
の

た
め
各
地
に
飛
ん
だ
.
そ
し
て
へ
帰
っ
て
来
て
こ
う
語
り
か
け
る
の
で
あ
っ

た
。
「
先
生
へ
出
と
っ
た
ぞ
3
　
五
つ
出
た
が
'
四
つ
は
先
生
が
や
っ
た
も
の
じ

や
っ
た
。
で
も
で
き
ん
か
っ
た
。
」

-
　
読
み
切
り
の
効
果

-
　
『
枕
草
子
』
　
『
徒
然
草
』
の
は
あ
い
　
-

三
学
期
と
も
な
れ
ば
'
生
徒
の
ほ
と
ん
ど
は
'
就
職
が
内
定
し
て
い
る
。
古

典
の
授
業
な
ど
振
り
向
き
も
し
な
く
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
一
方
で
教
え
る
側

と
し
て
は
'
最
後
に
何
と
か
ま
と
ま
り
を
つ
け
た
い
と
考
え
て
い
る
。
い
ろ
い

ろ
と
思
案
し
た
果
て
に
'
『
枕
草
子
』
と
『
徒
然
草
』
に
よ
る
「
1
時
間
読
み

切
り
」
の
授
業
を
思
い
つ
い
た
。
当
然
、
教
材
は
短
文
で
あ
る
こ
と
が
条
件
と

な
る
。
つ
ま
り
'
読
解
の
手
順
が
さ
ほ
ど
桜
雑
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
へ
抽
象
的
思
考
に
か
た
よ
っ
た
も
の
は
避
け
る
。
そ
れ
ら
の
こ
と
が
'
あ
る

意
味
で
は
生
徒
の
興
味
を
つ
な
ぎ
と
め
る
要
因
に
も
な
る
に
ち
が
い
な
い
。

教
科
書
に
所
載
の
『
枕
草
子
』
第
二
百
九
十
九
段
と
'
『
徒
然
草
』
は
教
科

書
外
の
第
十
一
段
と
五
十
二
段
が
教
材
と
決
ま
っ
た
。
教
科
書
に
あ
る
『
徒
然

草
』
の
各
段
は
'
ど
う
も
扱
う
気
に
な
れ
な
か
っ
た
。
準
備
は
'
本
文
の
あ
と

に
問
題
形
式
に
似
せ
た
読
み
の
手
順
を
記
し
た
プ
リ
ン
ト
を
用
意
す
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
作
成
に
は
'
問
題
集
『
国
語
整
理
古
典
基
礎
編
』
(
西
日
本
讃
房
)

を
参
考
に
し
た
。
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枕
　
草
　
子

ち
ゆ
う
ぐ
う
て
い
し
　
　
　
　
　
　
せ
い
し
よ
う
」
?
U
ん

(
o
作
者
は
'
1
条
天
皇
の
中
宮
定
子
に
仕
え
た
清
少
納
言
で
あ
る
o

o
平
安
時
代
の
女
流
文
学
・
・
・
随
筆

雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を



雪
が
た
い
そ
う
高
く
ふ
り
環
っ
て
い
る
の
に
'
い
つ
も
と
ち
が
っ
て
御
格
子

.
6
こ
・
r
・
し

雪

の

　

い

と

高

う

降

り

た

る

を

'

　

例

な

ら

ず

御

格

　

子

杏
(
　
　
　
　
　
　
)
い
ろ
り
に
火
を
お
こ
し
て
'

;
a
S
サ

ま
　
ゐ
　
り
　
て
、
炭
粒
に
火
お
こ
し
て
、

①

よ
も
や
ま
話
な
ど
し
て
'
お
お
ぜ
い
　
〔

物

語

な

ど

し

　

て

集

ま

り

さ

ぷ

ら

'

ふ

〕
　
に
つ
か
え
て
い
た
時
に

に
'
「
少
納
言
よ
、

③
〔
　
　
　
　
〕
が
'
「
少
納
言
よ
、
香
炉
蜂
の
雪
は
ど
ん
な
だ
ろ
う
。
」

⑧
_
_
I
.
-
　
　
_

香
炉
蜂
の
雪
'
い
か
な
ら
む
。
」

③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
'
〔
　
　
　
〕
　
に
御
格
子
を
上
げ
さ
せ
て
、
〔
　
　
　
〕

と
、
仰
せ
-
ら
る
れ
・
ば
、
　
御

が
、
御
簾
を
高
く
ま
き
上
げ
る
と'

y

5
^
3

格
子
　
上
げ
　
さ
　
せ
　
て
、
　
御
簾

⑤、
〔
　
　
　
〕
が
'
に
っ
こ
り
お
笑
い
に
な
る
。

を

高

く

上

げ

た

他
の
女
房
た
ち
も
'

⑳
れ
ば
、
笑
わ
せ
た
ま
ふ
。

「
そ
う
い
う
＼
…
は
私
達
も
知
っ
て
お
り
,
歌
な
ど
に

▼
川
傍
線
部
㈱
「
ま
ゐ
る
」
は
、
格
子
を
上
げ
る
こ
と
に
も
下
げ
る
こ
と
に
も

い
う
が
'
こ
の
場
合
'
そ
の
ど
ち
ら
で
あ
る
か
。
そ
ず
そ
の
こ
と
を
考
え

る
　
　
順
に
よ
ん
で
ゆ
く
と
'
三
行
目
に
'
「
御
格
子
上
げ
さ
せ
て
」
と

あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
(
上
げ
た
・
下
ろ
し
た
)
状
態
で
あ
る
こ
と
が
判

明
す
る
。

切
O
か
ら
㊥
ま
で
の
　
〔
　
〕
内
に
は
、
人
物
が
入
る
の
だ
が
'
文
京
の
中
で

は
ど
の
よ
う
な
こ
と
ば
を
記
入
す
れ
ば
よ
か
ろ
う
か
。
「
だ
れ
が
」
「
だ
れ

に
」
が
理
解
で
き
れ
ば
、
話
の
お
も
し
ろ
さ
が
わ
か
っ
て
く
る
に
ち
が
い

な
い
。
<
-
-
寸
『
枕
草
子
』
の
(
平
安
女
流
文
学
の
)
表
現
の
特
徴
∨

川
傍
線
部
⑧
「
香
炉
蜂
の
雪
」
と
は
'
二
学
期
に
学
習
し
た
は
ず
の
、
漢
詩

(
需
C
1
.
)
の
第
(
　
)
句
を
想
起
し
て
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
そ
し
て
,

そ
の
よ
う
に
な
ぞ
か
け
を
さ
れ
た
〔
　
　
　
　
〕
は
へ
そ
の
漢
詩
の
表
現

の
通
り
に
、
し
か
も
行
動
で
も
っ
て
答
え
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
行
動
と

は
、
右
の
本
文
で
い
え
ば
ヘ
ビ
の
部
分
に
あ
た
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
部

・
り
-
'
.
:
　
蝣
c
-
-
t
'
つ
ォ
4
-
-
.
　
,
井
普
…
号
-
-
N
C
-
V
'
-
-
・
-
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U
 
L
^
E
a

ま
で
う
た
う
け
れ
ど
'

「
さ
　
る
　
こ
　
と
　
は
　
知
　
り
へ
　
歌
　
な
　
ど
　
に
　
さ

⑥

全
然
思
い
つ
き
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
よ
。
〔
　
　
　
〕

転
∨

④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

川
傍
綬
部
⑥
の
「
笑
い
」
か
ら
は
'
〔
　
　
　
　
〕
　
の
対
応
が
　
〔

へ
　
う
た
'
ヘ
　
ビ
へ

思
ひ
こ
そ
よ
ら
ざ
　
り
　
つ
　
れ
。
な
は
、
こ

は
'
や
っ
ぱ
り
'
こ
の
中
宮
さ
ま
の
女
房
と
し
て
は
、
ふ
さ
わ
し
い
か
た
な
の

の

官

の

人

に

は

'

さ

べ

き

な

め

り

。

」

と

冨

ふ

。

で
L
J
う
。
」
と
言
う
。

(
第
二
百
九
十
九
段
)

の
お
気
に
召
し
た
と
い
う
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
ま
た
へ
　
そ
の
こ
と
を
あ

み
づ
か

え
て
自
ら
書
き
記
す
〔
　
　
　
　
〕
　
の
得
意
さ
も
、
⑥
か
ら
味
わ
え
る
。

∧
-
-
清
少
納
言
の
自
意
識
>

糊
傍
線
郡
⑲
「
さ
る
こ
と
」
と
は
、
具
体
的
に
は
ど
ん
な
こ
と
だ
ろ
う
か
O

一

　

　

　

　

一



こ
の
こ
と
を
、
他
の
女
房
た
ち
は
'
傍
線
部
⑧
の
よ
う
に
、
知
識
と
し
て

は
知
っ
て
も
、
そ
れ
を
機
転
よ
く
活
用
で
き
な
か
っ
た
と
感
心
す
る
わ
け

嗣
K
E
y
i

最
後
の
二
行
は
'
う
れ
し
さ
の
あ
ま
り
書
き
加
え
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
い

っ
そ
こ
れ
が
な
い
方
が
奥
ゆ
か
し
い
感
じ
が
し
な
い
で
も
な
い
。
だ
が
、

そ
れ
を
あ
え
て
書
く
と
こ
ろ
に
'
や
は
り
作
者
清
少
納
言
の
人
間
の
反
映

が
あ
る
の
で
あ
る
。

a

-

v

a

-

K

S

玩

徒
　
然
　
草

(
作
者
・
・
・
-
吉
田
東
好
　
随
筆
集

成
立
-
-
鎌
倉
時
代

屈
昭
E
*
i
Z

神

無

月

の

こ

ろ

a

a

a

細

神
無
月
の
こ
ろ
へ
粟
植
野
と
い
ふ
所
を
過
ぎ
て
'

a
<

あ
る
山
里
に
尋
ね
入
る
こ
と
侍
り
L
に
'
は
る
か
な

s
w
s

る
苔
の
細
道
を
踏
み
分
け
て
、
心
細
く
陀
み
な
し
た

い
は
り
　
　
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
け
り
t
,

る
臆
あ
り
。
木
の
葉
に
う
づ
も
る
る
懸
樋
の
し
づ
-

蝣

f

4

1

1

∴

?

な
ら
で
は
へ
つ
ゆ
お
と
な
ふ
者
な
し
。
悶
伽
棚
に
菊

・
J
み
ぢ

・
紅
葉
な
ど
折
り
散
ら
し
た
る
、
さ
す
が
に
住
む
人

の
あ
れ
ば
な
る
べ
し
。
か
-
て
も
あ
ら
れ
け
る
よ

と
'
あ
は
れ
に
見
る
ほ
ど
に
、
か
な
た
の
庭
に
'
大

か
う
し

き
な
る
相
子
の
木
の
、
技
も
た
わ
わ
に
な
り
た
る

が
へ
ま
は
り
を
き
び
し
-
州
ひ
た
り
し
こ
そ
、
少
し

こ
と
さ
め
て
、
こ
の
木
な
か
ら
ま
し
か
は
と
お
ぼ
え

し
か
。
一
(
第
十
一
段
)

-
月
の
異
名
(
陰
暦
)
I

U
I
I
E
E

臨
月

さ

い

v

r

&

s

如
月

(

.

・

'

.

:

.

弥
生

ニ

a

m

卯
月

さ
つ
ヽ
+
J

皐
月

*
E
i
e

水
撫
月

日

E

4

¥

E

s
@

廻
K
f
f
i

薬
月

i
?
-
r
a
つ
J
.
I

長
月

EォSaE・r

神
無
月

_
L
E
h
Z
Z

霜
月

し
わ
す

師
走

正
月

二
月

三
月

四
月

五
月

六
月

七
月

八
月

九
月

・
E

十
一
月

十
二
月

▼
川
現
代
語
訳
　
蝣
・
(
　
)
内
に
、
そ
の
部
分
の
訳
を
書
き
込
ん
で
み
ょ
う
。

(
　
　
)
の
こ
ろ
、
粟
納
野
と
い
う
所
を
通
っ
て
'
あ
る
山
里
に
た
ず

ね
て
入
っ
て
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
'
(

)
を
ふ
み
わ
け
て
行
-
と
へ
そ
の
奥
に
心
細
そ
う
な
様

s
e
t
t

子
で
人
が
住
ん
で
い
る
庵
が
あ
っ
た
。
落
葉
の
下
に
埋
も
れ
た
賃
か
ら
落

ち
る
水
の
滴
り
の
音
の
外
に
は
、
(

ゐ
か

)
C
閑
伽
棚
に
は
菊
や
紅
葉
な
ど
を
さ
り
げ
な
-
匪
い
て
あ
る
の
は
、

や
っ
ぱ
り
化
む
人
が
あ
る
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
。
(

)
と
、
し
み
じ
み
と
感
じ
入
っ
て
見

て
い
る
う
ち
に
、
向
こ
う
の
庭
に
大
き
な
み
か
ん
の
木
が
'
枝
も
た
わ
む

ほ
ど
に
突
が
な
っ
て
い
る
の
を
へ
　
(
人
に
盗
ま
れ
る
の
を
用
心
し
て
か
)

周
朗
を
巌
重
に
か
こ
っ
て
あ
っ
た
の
こ
そ
は
'
い
さ
さ
か
興
ざ
め
で
、
(

)
と
思
わ
れ
た
こ
と
だ
っ
た
。

(
封
右
の
本
文
を
前
半
・
後
半
の
二
つ
に
わ
け
る
と
す
れ
ば
ど
こ
で
切
る
の
が

よ
か
ろ
う
か
。
そ
の
所
に
/
印
を
つ
け
よ
。

紬
前
半
部
と
綾
半
部
の
内
容
を
か
ん
た
ん
に
述
べ
て
み
ょ
う
0
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卜捕

川
右
の
本
文
中
よ
り
、

二

　

　

　

一

「
係
り
結
び
」
を
抜
き
出
し
て
み
ょ
う
。
ま
た
そ
の

は
た
ら
き
も
考
え
て
み
ょ
う
。

(
係
り
)
-
(

)
(
結
び
)
(

)
　
(
働
き
)



糊
二
重
傍
線
部
「
こ
の
凍
な
か
ら
ま
し
か
ば
」
せ
兼
好
法
師
が
思
っ
た
の
は

な
ぜ
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
'
「
周
囲
の
か
こ
い
が

な
か
っ
た
ら
よ
か
っ
た
の
に
」
と
い
う
の
で
は
な
く
'
「
こ
の
木
自
体
が

な
か
っ
た
ら
よ
か
っ
た
の
に
」
と
言
っ
て
い
る
そ
の
ち
が
い
で
あ
る
。
よ

く
考
え
て
み
ょ
う
。

～

可
叫
酎
l
(
そ
の
2
)

ほ
ん
　
な
　
i
)

仁
和
寺
に
あ
る
法
師

は
ち
ま
ん
ぐ
う

仁
和
寺
に
い
た
あ
る
僧
は
'
年
を
と
る
ま
で
　
石
清
水
の
八
幡
宮
に
参
拝
し

い
は
し
み
づ
　
を
が

仁
和
寺
に
あ
る
法
師
、
年
寄
る
ま
で
'
石
清
水
を
拝
ま
ざ
り
け
れ

た
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
れ
を
(

ば
、
心
う
-
覚
え
て
、

)
、
あ
る
時
思
い
立
っ

あ
る
時
思
ひ
立
ち

て
へ
　
た
だ
一
人
'

て
、
た
だ
1
人
へ

)
参
詣
し
た
。
極
楽
寺
や
高
良
社
な
ど
を
拝
ん

ま
う
　
　
　
　
　
　
ご
く
ら
く
　
　
　
　
　
か
-
ら

歩
　
よ
　
り
詣
で
け
り
。
極
楽
寺
・
高
良
な
ど
を

で
(
有
名
な
石
清
水
八
幡
宮
は
)
こ
れ
だ
け
の
も
の
と
考
え
て
捕
っ
て
行
っ

拝

み

て

、

か

ば

か

り

と

心

得

て

揃

り

　

に

け

り

。

さ

て

、

た
。
そ
し
て
'
か
た
わ
ら
の
人
に
向
か
っ
て
'
「
永
年
の
宿
望
を
や
っ
と
果
た
し

か
た
　
へ
　
の
人
に
会
ひ
て
、
「
年
ご
ろ
思
ひ
　
つ
　
る
　
こ
と
'
果

ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
話
に
開
い
て
い
た
よ
り
ず
っ
と
、
(
石
清
水
の
八
幡
宮
は
)

た
　
し
　
は
　
べ
　
り
　
ぬ
。
聞
き
　
し
　
に
　
も
　
過
ぎ
　
て
'
　
た
　
ふ
　
と

尊
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
し
て
も
参
り
に
来
た
人
々
が
皆
山
へ
上

-
　
こ
　
そ
　
お
　
は
　
し
　
け
　
れ
。
そ
　
も
'
参
り
た
る
人
ご
　
と
に

っ
て
行
っ
た
の
は
、
何
ご
と
か
山
の
上
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
(

山
　
へ
　
登
　
り
　
L
　
は
、
何
ご
　
と
　
か
あ
り
け
ん
。
　
ゆ
か
じ
か
が

)
、
神
へ
参
拝
す
る
の
が
、
本
来
の
目
的
で
あ
る
と
思
っ
て
'
山

し
　
か
　
ど
、
神
　
へ
　
参
　
る
　
こ
　
そ
本
意
　
な
　
れ
　
と
　
思
　
ひ
　
て
、

ま
で
は
行
っ
て
見
ま
せ
ん
で
し
た
O
　
」
と
語
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

山
　
ま
　
で
　
は
　
見
ず
O
」
　
と
　
ぞ
言
　
ひ
　
け
　
る
。

さ
さ
い
な
事
に
も
　
　
　
案
内
者
と
い
う
も
の
は
あ
り
た
い
も
の
で
あ
る
0

3

E

S

旧

訳

少

し

の

　

こ

と

に

も

、

先

達

は

あ

ら

ま

ほ

し

き

こ

と

な

り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
第
5
2
段
)

お

と

こ

▼
川
「
石
清
水
」
は
、
正
し
く
は
「
石
清
水
八
幡
宮
」
と
い
い
、
京
都
の
男

山
の
山
上
に
あ
る
神
社
だ
が
'
神
仏
泥
沼
の
'
い
わ
ゆ
る
　
「
神
宮
寺
」

で
'
山
の
ふ
も
と
に
'
極
楽
寺
や
高
良
な
ど
の
、
い
わ
ゆ
る
末
社
・
末
寺

が
あ
る
。
だ
か
ら
「
石
清
水
」
を
拝
も
う
と
思
え
ば
'
山
へ
登
ら
な
く
て

は
い
け
な
い
わ
け
で
あ
る
Q
　
こ
の
こ
と
を
頭
に
お
い
て
、
筋
を
ま
と
め
て

みJ・tう。
①
主
人
公
は
、
ど
こ
の
、
ど
う
い
う
人
か
。
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(

②
主
人
公
の
目
的
は
、
何
だ
っ
た
か
。

(



③
主
人
公
は
目
的
を
達
し
た
か
。

t
(

.
@
主
人
公
は
目
的
を
達
し
た
と
思
っ
て
い
る
か
。

(

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

、

　

　

　

　

　

)

-
⑤
な
ぜ
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
そ
の
理
由
と
な
る
表
現
を

右
の
本
文
中
よ
り
抜
き
出
せ
。

(
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
_
)

は
法
師
が
「
　
」
内
の
こ
と
ば
を
話
す
と
き
、
ど
ん
な
よ
う
す
で
話
し
た
せ

思
う
ふ
。
-
り
や
ぇ
し
読
ん
で
想
像
し
て
み
ょ
う
。

.

(

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

)

川
こ
の
文
章
か
ら
は
、
「
笑
い
」
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
筆
者
兼
好
が
、

誇
張
も
説
明
も
加
え
ず
'
事
実
を
客
観
的
に
述
べ
て
い
る
か
ら
、
い
っ
そ
S
K
C

う
こ
っ
け
い
さ
が
浮
き
ぼ
り
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
　
↓
二
人
合
点

の
失
敗
談
〕

・
川
こ
の
文
章
に
は
、
転
い
教
訓
が
主
題
と
し
て
記
し
て
あ
る
。
そ
の
表
現
を

抜
き
出
せ
。

(

実
際
は
、
1
つ
の
教
材
(
1
枚
の
プ
リ
ソ
-
)
を
1
時
間
で
終
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
教
材
の
質
と
'
プ
リ
ン
ト
の
問
題
形
式
の
た
め
に
へ

じ
ゅ
う
ぷ
ん
に
二
時
間
は
生
徒
を
つ
な
ぎ
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
古
典
を
読

む
こ
と
.
と
、
そ
の
問
題
を
解
く
こ
と
が
l
体
と
な
り
、
や
っ
と
の
こ
と
で
'
生

徒
た
ち
は
古
典
に
対
し
て
興
味
と
親
し
み
を
少
し
は
持
て
る
よ
う
に
な
っ
た
。

-
　
生
徒
の
感
想

年
度
末
の
1
月
'
学
年
末
テ
ス
ト
の
中
で
'
「
1
年
間
の
古
典
の
授
業
を
ふ

り
返
っ
て
、
感
想
を
述
べ
よ
。
」
と
い
う
課
題
を
出
し
た
。
点
数
に
は
関
係
な

い
と
断
り
な
が
ら
。

電
気
科
へ
食
品
工
業
科
、
工
業
家
庭
科
あ
わ
せ
て
九
十
九
名
中
'
1
名
だ
け

白
紙
で
'
一
あ
と
は
全
員
何
ら
か
の
感
想
を
も
ら
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
か
ら
主

な
も
の
を
拾
っ
て
み
る
。
探
-
考
え
さ
せ
ら
れ
る
も
の
も
あ
れ
ば
'
思
わ
ず
吹

き
出
し
て
し
ま
う
も
の
も
あ
る
。

0
1
年
間
古
典
の
授
業
を
や
り
て
い
ろ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
け
れ
ど
'
-
1
番

最
初
に
3
E
l
の
教
室
に
竹
盛
先
生
が
き
た
と
き
に
は
び
し
っ
と
決
め
て

な
か
な
か
と
思
っ
た
け
れ
ど
、
だ
ん
だ
ん
授
業
が
進
む
に
つ
れ
て
'
な
ん

の
こ
と
は
な
い
「
お
も
ろ
い
先
生
じ
や
」
・
と
思
う
よ
う
に
な
り
、
し
ま
い

に
は
ぼ
ろ
が
で
て
き
て
、
な
か
な
か
授
業
と
し
て
は
、
ほ
か
の
教
科
よ
り

も
お
も
し
ろ
か
っ
た
O
最
初
古
典
な
ん
か
む
ず
か
し
い
も
の
だ
と
考
え
て

い
た
の
だ
が
'
や
っ
て
み
れ
ば
ど
う
っ
て
こ
と
な
か
っ
た
。
(
t
f
・
ォ
)

二
年
間
古
典
を
や
っ
て
せ
て
、
漢
詩
が
自
分
で
読
め
て
自
分
で
訳
せ
る
よ

う
に
な
れ
た
ら
楽
し
い
と
思
っ
た
。
は
じ
め
の
こ
ろ
は
、
全
々
わ
け
が
わ

か
ら
な
く
て
お
も
し
ろ
く
な
か
っ
た
け
ど
、
や
っ
て
い
く
に
つ
れ
て
け
っ

こ
う
お
も
し
ろ
い
内
容
の
も
の
な
ど
も
出
て
く
る
よ
う
に
な
り
'
よ
か
っ

た
と
思
っ
た
。
0
-
0
)

.
や
は
り
1
番
お
も
し
ろ
か
っ
た
の
は
'
三
学
期
に
な
ら
っ
た
徒
然
草
や
枕

草
子
な
ど
で
、
昔
の
こ
と
を
大
変
こ
っ
け
い
に
つ
-
っ
て
あ
っ
た
の
で
、

何
度
も
よ
み
か
え
す
う
ち
に
'
内
容
が
自
然
と
お
も
)
ろ
く
感
じ
ら
れ
る
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よ
う
に
な
っ
た
。
(
V
)
.
O
)

。
来
年
も
へ
　
こ
の
調
子
で
'
お
ち
こ
ぼ
れ
生
徒
を
た
す
け
る
様
に
努
力
し
て

下
さ
い
ま
せ
。
竹
盛
先
生
'
バ
ン
ザ
イ
へ
　
日
本
1
　
(
た
だ
し
女
に
縁
の
な

い
ミ
ジ
メ
な
先
生
)
。
C
H
-
O
)

.
古
典
の
時
間
へ
何
を
勉
蛍
し
た
の
か
頭
に
あ
ま
り
の
こ
っ
て
い
な
い
。
古

典
が
ほ
か
の
先
生
だ
っ
た
ら
、
た
ぷ
ん
赤
点
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

う
`
た
い
へ
ん
む
ず
か
し
い
科
目
だ
と
思
う
*
　
(
ォ
・
ォ
)

o
古
典
と
言
え
ば
「
む
ず
か
し
い
」
と
い
う
先
入
観
が
あ
っ
た
が
、
1
年
間

勉
鼓
し
て
み
て
、
そ
ん
な
に
む
ず
か
し
く
な
か
っ
た
。
本
で
ま
と
め
て
行

く
よ
り
プ
リ
ン
ト
で
や
っ
て
来
て
よ
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
卒
業
し
た
ら

も
う
古
典
の
教
科
書
を
ひ
ら
く
こ
と
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
ど
-
-
・
(

ォ

・

H

)

。
古
典
を
な
ら
っ
て
、
古
典
と
言
っ
て
も
み
や
す
い
よ
う
で
'
い
ろ
い
ろ
意

味
を
考
え
て
見
た
り
す
る
と
'
は
っ
き
り
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
こ
と
ば
が

非
常
に
多
か
っ
た
。
だ
か
ら
,
自
分
自
身
へ
　
古
典
の
こ
と
は
、
あ
ま
り
頭

の
中
に
の
こ
っ
て
い
な
い
。
で
も
古
典
も
、
な
か
に
は
、
-
り
返
し
読
ん

で
'
よ
-
意
味
が
わ
か
る
と
お
も
し
ろ
い
も
の
も
あ
っ
た
　
(
W
'
S
O

o
湊
文
の
読
み
方
ぐ
ら
い
し
か
今
現
在
お
ぼ
え
て
い
な
い
。
何
を
な
ろ
う
て

き
た
ん
か
、
今
に
な
っ
て
考
え
と
り
ま
す
。
な
さ
け
な
い
こ
っ
て
す
な
。

ま
あ
、
え
え
で
し
ょ
う
　
(
w
-
z
;
)

,x;

o
こ
う
よ
う
に
授
業
す
れ
ば
'
ど
の
授
業
だ
っ
て
お
も
し
ろ
う
な
っ
て
く
る

ん
じ
ゃ
あ
な
い
か
な
。
も
う
三
年
で
お
あ
り
じ
や
け
ど
。
0
-
S
)

マ

†

　

　

　

　

　

　

　

　

　

t

'

!

蝣

。
こ
れ
か
ら
も
'
元
気
で
や
っ
て
く
り
。
早
い
こ
と
m
メ
さ
ん
探
せ
/
(
A

・M)

。
こ
の
学
年
末
テ
ス
ト
は
今
ま
で
で
い
ち
ば
ん
む
ず
か
し
い
。
最
後
に
な
っ

て
い
じ
め
る
な
　
C
t
f
'
O
)

。
わ
し
は
'
古
典
と
か
国
語
み
た
い
な
も
の
き
ら
い
じ
ゃ
O
古
典
を
一
年
間

や
っ
た
け
ど
'
わ
し
の
生
活
に
は
な
ん
の
変
化
も
な
か
っ
た
。
わ
し
に

は
'
古
典
と
ゆ
う
も
ん
が
'
い
ま
だ
に
わ
か
ら
ん
。
C
S
-
u
!
)

。
古
典
を
1
年
間
学
ん
で
き
て
、
古
典
と
は
こ
ん
な
も
の
か
と
少
し
は
、
わ

か
っ
た
よ
う
な
気
も
す
る
。
し
か
し
'
古
典
を
学
ん
で
、
な
ん
の
や
く
に

立
つ
の
で
あ
ろ
う
か
ま
っ
た
-
理
解
に
-
る
し
む
。
ま
あ
へ
古
典
と
は
こ

う
い
う
も
の
か
と
少
し
で
も
わ
か
っ
た
だ
け
で
も
良
い
と
思
う
ー
o

s
)

。
国
語
だ
っ
た
ら
、
文
章
を
よ
め
ば
少
し
は
答
え
が
書
け
る
け
ど
、
古
典
は

英
語
と
同
じ
で
サ
ッ
'
バ
リ
わ
か
ら
な
い
。
同
じ
日
本
人
な
の
に
、
こ
ん
な

に
も
文
章
が
変
わ
っ
て
い
る
の
に
は
参
っ
た
　
C
K
-
H
)

.
授
業
中
は
だ
い
ぶ
あ
そ
ん
だ
よ
う
な
気
が
し
て
い
る
Q
　
い
ろ
ん
な
こ
と
を

な
ら
っ
た
け
ど
ほ
と
ん
ど
わ
す
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
漢
詩
の

中
で
「
国
や
ぶ
れ
て
山
河
あ
り
、
城
春
に
し
て
草
木
探
し
…
-
」
と
言
う

の
だ
け
は
ふ
し
ぎ
に
覚
え
て
い
る
。
0
-
z
)

。
か
ん
じ
ぽ
っ
か
り
の
教
科
書
を
見
て
頭
が
い
た
く
な
り
そ
う
だ
っ
た
け

ど
'
内
容
が
わ
か
れ
ば
お
も
し
ろ
か
っ
た
　
(
a
・
w
)

。
古
典
を
ま
な
ん
で
も
'
は
っ
き
り
い
っ
て
、
や
く
に
は
、
ほ
と
ん
ど
た
た

な
い
。
1
つ
い
っ
て
も
神
無
月
と
い
う
こ
と
ば
は
、
も
う
こ
の
よ
の
こ
と

ば
で
は
な
い
。
い
ま
は
'
神
無
月
じ
ゃ
け
い
の
-
と
い
う
か
。
い
う
ま
あ

が
。
い
な
か
の
は
ヶ
は
し
ら
ん
け
ど
　
C
S
-
5
h
)

。
古
典
の
授
業
が
お
も
し
ろ
か
っ
た
の
で
'
色
々
な
本
を
読
み
ま
し
た
。
(
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徒
然
草
・
お
と
ぎ
ぞ
う
し
聖
　
(
w
・
U
i
女
)

o
古
典
を
勉
強
し
て
み
て
思
っ
た
こ
と
は
や
っ
ぱ
り
昔
の
言
葉
は
む
ず
か
し

い
な
あ
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
読
め
ば
な
ん
で
も
な
い
枕
草
子
の
清
少

納
言
と
中
宮
定
子
の
こ
と
で
も
、
「
香
炉
蜂
の
雪
　
」
と
い
う
横
詩
を

知
っ
て
い
る
だ
け
で
意
味
が
ず
っ
と
深
く
な
っ
て
-
る
。
こ
う
い
う
風
に

ど
ん
ど
ん
意
味
が
深
く
な
っ
て
-
る
の
で
古
典
は
お
も
し
ろ
く
な
る
の
だ

ろ
う
け
ど
、
.
ま
だ
一
年
し
か
勉
強
し
て
い
な
い
私
に
は
'
先
生
が
説
明
し

て
く
れ
て
や
っ
と
意
味
が
わ
か
る
と
い
う
く
ら
い
で
-
-
。
も
う
私
は
古

典
は
す
る
こ
と
も
な
い
と
思
う
け
ど
(
〟
)
先
生
い
つ
ま
で
も
元
気
で

ネ
。
授
業
'
楽
し
か
っ
た
で
す
　
O
・
h
女
)

-
　
お
わ
り
に

ふ
り
返
っ
て
み
れ
ば
'
苦
し
い
実
践
の
連
続
で
あ
っ
た
O
生
徒
達
は
も
ち
ろ

ん
赤
子
で
は
な
い
が
、
そ
の
む
ず
か
る
彼
ら
を
、
何
が
何
で
も
引
き
と
め
て
お

か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
工
業
高
校
と
い
う
現
実
の
中
で
、
し
か
も
就
職

を
直
前
に
ひ
か
え
た
≡
年
生
を
'
古
典
の
世
界
の
門
前
に
立
た
せ
'
そ
の
奥
深

く
に
導
い
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

当
然
'
指
導
の
目
標
と
方
法
が
逆
立
ち
し
て
し
ま
っ
た
。
何
を
め
ざ
し
て
指

導
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
ど
う
す
れ
ば
生
徒
が
逃
げ
出
さ
な
い
だ
ろ

う
か
と
い
う
こ
と
に
終
始
気
を
取
ら
れ
て
い
た
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
教
材
に
お

い
て
は
'
1
応
の
目
標
は
設
定
で
き
る
。
だ
か
ら
、
方
法
論
は
可
能
で
あ
っ

た
。
し
か
し
'
食
べ
よ
う
と
し
な
い
者
に
な
ぜ
こ
う
ま
で
に
し
て
食
事
を
与
え

ね
ば
な
ら
な
い
の
か
、
-
　
つ
ま
り
本
質
的
に
は
'
古
典
を
な
ぜ
教
え
ね
ば
な

ら
な
い
の
か
と
い
う
点
に
は
、
思
い
が
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
'
荒
々
し
い
若
者
の
言
動
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
私
の
言
葉
へ
の
感

性
は
鈍
っ
て
し
ま
い
、
私
自
身
が
混
乱
し
て
し
ま
う
な
か
で
、
だ
か
ら
こ
そ
、

古
典
教
育
は
必
要
で
あ
る
の
だ
と
思
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
過
去
の
長
い

年
月
に
わ
た
っ
て
愛
さ
れ
て
き
た
古
典
を
、
親
し
み
を
持
っ
て
読
む
こ
と
に
よ

っ
て
'
乱
れ
行
く
日
本
語
を
正
し
て
い
く
た
め
の
一
つ
の
指
針
が
与
え
ら
れ
る

の
で
は
な
い
か
。
1
人
ひ
と
り
の
問
題
と
し
て
'
自
ら
の
言
葉
を
静
か
に
み
つ

め
直
す
時
、
古
典
に
学
ぶ
所
は
大
き
い
に
ち
が
い
な
い
.
そ
し
て
ま
た
へ
現
代

の
若
者
の
鈍
っ
た
感
性
を
呼
び
醒
ま
す
の
は
、
古
典
を
お
い
て
他
に
は
な
い
の

か
も
し
れ
な
い
。

人
間
は
'
科
学
的
に
は
進
化
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
'
精
神
的
に
は
退

化
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
若
者
達
の
言
動
を
見
聞
き
す
れ
ば
、
そ
の
若
者

が
自
ら
を
退
化
さ
せ
て
い
る
と
し
か
思
え
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

私
の
工
業
高
校
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
'
少
な
-
と
も
実
業
高
校
に
お
い
て

は
、
古
典
教
育
は
困
難
を
極
め
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
否
、
事
態
は
も
っ
と

蔓
延
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
'
古
典
教
育
が
必
要

な
の
で
あ
る
と
私
は
言
い
た
い
。
そ
の
必
要
性
を
ま
ず
見
届
け
る
こ
と
。
そ
し

て
へ
な
ら
ば
私
達
は
古
典
を
ど
う
取
り
扱
え
ば
よ
い
の
か
に
つ
い
て
、
絶
え
ず

模
索
し
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

(
本
学
附
属
福
山
中
二
南
等
学
校
教
諭
)
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