
令
和
五
年
度
入
学
試
験
問
題

国

語

（
人
文
学
部
・
教
育
学
部
・
経
済
科
学
部
・
医
学
部
・
創
生
学
部
）

注

意

事

項

一

こ
の
問
題
冊
子
は
、
試
験
開
始
の
合
図
が
あ
る
ま
で
開
い
て
は
な
ら
な
い
。

二

問
題
冊
子
は
、
全
部
で
二
十
四
ペ
ー
ジ
あ
る
。
（
冊
子
に
落
丁
、
乱
丁
、
印
刷
不
鮮
明
の
箇
所
な
ど
が
あ
っ
た
場
合
は
申
し
出
る
こ
と
。
）問
題
冊

子
の
中
に
下
書
き
用
紙
が
一
枚
入
っ
て
い
る
。

三

受
験
す
る
学
部
に
よ
っ
て
選
択
す
る
問
題
が
異
な
る
の
で
、
左
の
表
を
見
て
、
〇
印
で
指
定
さ
れ
た
問
題
を
解
答
す
る
こ
と
。
な
お
、
問
題
ご
と

に
学
部
の
別
が
記
し
て
あ
る
。学

部

問
題
（
ペ
ー
ジ
）

人

文

学

部

教

育

学

部

経
済
科
学
部

医

学

部

創

生

学

部

第
一
問
（

一

~

八
ペ
ー
ジ
）

〇

〇

〇

〇

〇

第
二
問
（

九

~

十
二
ペ
ー
ジ
）

〇

〇

第
三
問
（
十
三

~

十
八
ペ
ー
ジ
）

〇

〇

第
四
問
（
十
九

~

二
十
四
ペ
ー
ジ
）

〇

〇

〇

四

解
答
用
紙
は
、
問
題
冊
子
と
は
別
に
な
っ
て
い
る
。
人
文
学
部
・
教
育
学
部
は
三
枚
、
経
済
科
学
部
・
医
学
部
・
創
生
学
部
は
二
枚
で
あ
る
。

解
答
は
、
す
べ
て
解
答
用
紙
の
指
定
さ
れ
た
箇
所
に
記
入
す
る
こ
と
。

五

受
験
番
号
は
、
各
解
答
用
紙
の
指
定
さ
れ
た
二
箇
所
に
必
ず
記
入
す
る
こ
と
。

六

解
答
時
間
は
、
九
十
分
で
あ
る
。

七

問
題
冊
子
及
び
下
書
き
用
紙
は
、
持
ち
帰
る
こ
と
。
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第
一
問

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。

科
学
は
な
ぜ
信
頼
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
信
頼
の
根
拠
は
、
科
学
者
た
ち
が
専
門
家
集
団
と
し
て
客
観
的
な
根
拠
を
も
と
に
し
っ
か
り
と
し
た
議

論
を
積
み
重
ね
て
い
る
は
ず
だ
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
人
文
学
も
「
人
文
科
学
」
と
呼
ば
れ
た
り
し
ま
す
が
、
「
科

学
」と
い
う
言
葉
が「
客
観
的
な
議
論
の
積
み
重
ね
」
を
基
礎
と
す
る
も
の
を
意
味
す
る
と
、
人
文
学
は
果
た
し
て「
科
学
」
な
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
し

ば
し
ば
呈
さ
れ
ま
す
。
例
え
ば
哲
学
な
ど
は
、
少
な
く
と
も
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学
者
が
「
自
分
の
考
え
」
を
述
べ
る
だ
け
で
一

向
に
話
が
積
み
上
が
ら
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
「
進
歩
」
と
い
う
概
念
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

「
科
学
」
は
そ
う
で
は
な
く
、
科
学
者
た
ち
が
共
同
で
客
観
的
な
知
を
積
み
重
ね
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
ち
ら
の
方
が
よ
っ
ぽ
ど
信
頼
で
き
る
と
い
わ

れ
ま
す
。
誰
か
が
シ
イ
的
に
設
定
し
た
ル
ー
ル
の
上
に
成
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
同
じ
知
の
基
盤
の
上
で
客
観
的
な
議
論
を
積
み
重
ね
て
い
る
の
だ

か
ら
、
シ
ロ
ウ
ト
が
そ
の
内
容
の
一
々
に
つ
い
て
専
門
的
な
知
識
を
も
っ
て
い
な
く
て
も
、
十
分
に
信
頼
で
き
る
と
見
な
さ
れ
る
の
で
す
。

科
学
者
た
ち
の
現
場
に
も
う
少
し
近
寄
っ
て
見
れ
ば
、
そ
の
信

頼

の
基
盤
は
、
よ
り
強
固
な
も
の
に
な
る
で
し
ょ
う
。
科
学
者
が
「
科
学
者
」
と
し
て

認
め
ら
れ
る
に
は
、
専
門
研
究
で
し
っ
か
り
し
た
業
績
を
上
げ
、
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
論
文
を
発
表
す
る
専
門
誌
は
、
ピ
ア
・
レ

ビ
ュ
ー
形
式
を
採
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
、
掲
載
の
可
否
を
決
定
す
る
の
は
そ
の
道
の
専
門
家
で
す
。
専
門
家
が
専
門
家
と
し
て
き
ち
ん
と
評
価
で
き

る
論
文
以
外
は
、
科
学
者
の
「
業
績
」
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
専
門
家
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
機
能
が
、
科
学
は
信
頼
に
足
る
と
い
う
確
信
を

よ
り
確
か
な
も
の
に
し
て
く
れ
ま
す
。
論
文
の
内
容
に
つ
い
て
シ
ロ
ウ
ト
に
は
判
断
で
き
な
く
て
も
、
専
門
家
が
競
争
原
理
に
基
づ
い
て
互
い
に

チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
る
体
制
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
信
頼
に
足
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

し
か
し
本
当
に
そ
う
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
し
た
「
専
門
性
」
は
な
ぜ
無
条
件
に
信
じ
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
。
ト
ー
マ
ス
・
ク
ー
ン
（
一
九
二
二
―
九
六

注
意

人
文
学
部
・
教
育
学
部
・
経
済
科
学
部
・
医
学
部
・
創
生
学
部
受
験
者
用

◇Ｍ１（ ２４４―２）― １ ―



年
）と
い
う
科
学
史
研
究
者
の
議
論
を
参
照
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
こ
で
も
歴
史
を
振
り
返
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
今
日
私
た
ち
が
よ
く
知
っ
て
い
る

高
い
専
門
性
に
依
拠
し
た
研
究
体
制
は
、
ク
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
科
学
の
フ
ヘ
ン
的
な
あ
り
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
「
通
常
科
学
」と
名
づ
け
ら
れ

る
特
殊
な
様
態
だ
と
い
わ
れ
る
の
で
し
た
。

通
常
科
学
と
は
、
ク
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
出
来
上
が
っ
た
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
を
前
提
に
し
た
上
で
展
開
さ
れ
る「
科
学
」
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。
パ
ラ

ダ
イ
ム
と
は
、
科
学
研
究
に
お
い
て
科
学
者
に
共
有
さ
れ
て
い
る
規
則
や
基
準
の
こ
と
で
す
。
通
常
科
学
は
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
前
提
に
し
た
上
で
の

「 Ａ
パ
ズ
ル
解
き
」に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
新
し
い
考
え
方
を
も
た
ら
す
こ
と
は
な
い
と
ク
ー
ン
は
主
張
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
ク
ー
ン
の
議
論
は
、

一
見
す
る
と「
科
学
」
に
対
す
る
信
頼
を
揺
る
が
す
ダ
イ
タ
ン
な
批
判
の
よ
う
に
も
聞
こ
え
ま
す
。
あ
る
い
は
単
に
悪
意
を
も
っ
て
外
野
か
ら
投
げ
ら
れ

る
ナ
イ
フ
の
よ
う
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
思
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
ク
ー
ン
の
議
論
は
、
科
学
者
た
ち
か
ら
現
場
を
よ
く
分
か
っ
て
い
る
と
し
て
支
持
さ
れ
ま
し
た
。
ク
ー
ン
が
い
う
こ
と
の
方
が
、
科
学
者

の
実
態
に
近
い
と
見
な
さ
れ
た
の
で
す
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
専
門
外
の
人
間
は
実
際
に
は
何
を
信
頼
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ク
ー
ン
の
い

う
「
通
常
科
学
」の
内
実
を
も
う
少
し
立
ち
入
っ
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

今
日
の
科
学
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
し
ば
し
ば
大
き
な
お
金
と
大
掛
か
り
な
装
置
を
必
要
と
し
ま
す
。
し
か
し
、
失
敗
す
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
に
思

い
切
っ
て
大
き
な
リ
ソ
ー
ス
を
サ
く
こ
と
に
は
、
ふ
つ
う
リ
ス
ク
が
伴
い
ま
す
。
無
駄
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
の
に
、
そ
ん
な
お
金
と
労
力
が
費
や
せ

る
か
と
い
う
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
通
常
科
学
に
は
、
広
い
意
味
で
は
そ
の
リ
ス
ク
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
巨
額
の
装
置
の
導
入
は「
そ
れ
を
使
え
ば
重

ペ
ー
ジ

要
な
事
実
を
見
つ
け
ら
れ
る
、
と
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
保
証
す
る
か
ら
、
研
究
者
た
ち
が
取
り
か
か
る
も
の
」（
ク
ー
ン

一
九
七
一
、
二
九
頁
）
に
な
っ
て

い
る
か
ら
で
す
。
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
前
提
に
す
る
限
り
、
こ
う
い
う
結
果
が
出
な
け
れ
ば
お
か
し
い
と
い
う
「
予
測
」
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
と
き
、
パ
ラ
ダ

イ
ム
自
体
の
正
し
さ
は
前
提
に
な
っ
て
い
て
、
ギ
ン
ミ
の
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
「
正
し
さ
」
が
確
信
さ
れ
て
い
る
状
態
で
あ
れ
ば
、
ど
れ
ほ
ど
巨
額
の
予
算
を
か
け
た
実
験
で
も
決
し
て
無
駄

に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仮
に
実
験
結
果
が
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
予
測
に
合
致
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
「
な
ぜ
そ
う
な
っ
た
の
か
」
と
い
う
新
た
な
課

み

い
だ

題
が
見
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
予
測
と
結
果
の
不
一
致
は
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
疑
う
こ
と
に
向
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
上
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の
検
討
課
題
を
増
や
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
はＢ
実
験
の
失
敗
も
ま
た
広
い
意
味
で
科
学
の
「
進
歩
」
に
貢
献
し
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
の
で
す
。

で
は
、
そ
の
と
き
の
「
進
歩
」と
は
、
ど
う
い
う
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
通
常
科
学
が
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
前
提
に
し
て
浮
か
び
上
が
る
予
測
を
実
際
に

確
か
め
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、「
答
え
」
は
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
「
答
え
」
が
与
え
ら
れ
て
い
る
問
題
を
解
く
こ
と
は

た
ど

「
進
歩
」
と
い
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。「
通
常
科
学
」
が
、
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
た
「
答
え
」
に
辿
り
着
く
た
め
の
努
力
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
は

「
パ
ズ
ル
解
き
」と
同
じ
だ
と
ク
ー
ン
が
い
う
の
も
、
そ
の
た
め
で
す
。
ル
ー
ル
が
設
定
さ
れ
、
解
答
が
あ
る
こ
と
を
保
証
さ
れ
た
問
題
を
解
く
科
学
者

は
、
問
題
設
定
に
悩
む
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
ら
は
た
だ
、
パ
ズ
ル
解
き
の
速
さ
を
競
う
だ
け
で
す
。
だ
と
す
れ
ば
科
学
の
「
進
歩
」と
呼
ば
れ
る
も

の
は
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
下
絵
に
し
た
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
の
ピ
ー
ス
を
埋
め
て
い
く
よ
う
な
も
の
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
は
、
下
絵
自
体
を
書
き
換

え
る
こ
と
は
想
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
自
体
を
変
え
れ
ば
、
個
々
の
科
学
者
の
研
究
の
「
意
味
」
は
宙
に
浮
い
て
し
ま
い
ま
す
。
ジ
グ

ソ
ー
パ
ズ
ル
の
ピ
ー
ス
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
絵
を
な
さ
な
い
の
で
す
。

か
と
い
っ
て
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
下
絵
が
な
い
状
態
で
与
え
ら
れ
た
ピ
ー
ス
を
組
み
上
げ
る
こ
と
で
何
ら
か
の
「
絵
」
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
え

ば
、
そ
れ
も
困
難
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
「
科
学
者
」
に
な
る
た
め
の
訓
練
に
、
そ
う
し
た
能
力
を
養
う
こ
と
は
含
ま
れ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。

「
通
常
科
学
」
の
問
題
が
パ
ズ
ル
解
き
だ
と
す
れ
ば
「
科
学
者
」
に
な
る
た
め
に
必
要
な
の
は
、
パ
ズ
ル
解
き
の
訓
練
に
な
り
ま
す
。
よ
り
早
く
パ
ズ
ル
を

解
く
能
力
を
身
に
つ
け
る
に
は
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
正
し
さ
を
検
証
し
て
知
を
積
み
上
げ
る
訓
練
よ
り
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
前
提
に
し
た
上
で
効
率
よ
く
学

ぶ
こ
と
を
優
先
さ
れ
ま
す
。
実
際
、
科
学
者
に
な
る
た
め
の
教
育
に
は
主
に
「
教
科
書
」
が
用
い
ら
れ
、
そ
の
分
野
を
基
礎
づ
け
る
よ
う
な
独
創
的
な
科

学
論
文
が
使
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
基
盤
と
な
る
知
を
そ
れ
ぞ
れ
の
科
学
者
が
自
分
で
確
か
め
な
が
ら
進
む
よ
り
、
そ
の
正
し
さ
を
前
提
と
し

た
上
で
系
統
的
に
学
ぶ
方
が
、
学
習
効
率
は
高
い
と
見
な
さ
れ
る
の
で
す
。

し
か
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
科
学
者
は
「
そ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
へ
の
信
頼
を
教
え
こ
ま
れ
、
そ
れ
を
変
え
よ
う
と
志
す
科
学
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
」

は

（
ク
ー
ン

一
九
七
一
、
一
八
七
頁
）
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
た
教
育
は
、
特
定
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
枠
組
み
を
思
考
の
型
と
し
て
嵌
め
込
む
も
の
に

な
る
わ
け
で
す
。
そ
の
教
育
は
「
し
か
し
、
通
常
科
学
的
研
究
、
教
科
書
の
定
め
る
伝
統
の
中
で
の
パ
ズ
ル
解
き
の
た
め
に
は
、
こ
れ
で
科
学
者
と
し
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て
の
道
具
立
て
を
十
分
与
え
た
」（
同
頁
）
こ
と
に
な
り
ま
す
。
科
学
の
「
専
門
家
」
と
は
、
そ
う
し
て
パ
ラ
ダ
イ
ム
自
体
を
見
直
す
こ
と
に
か
け
て
は
何

の
教
育
も
受
け
て
い
な
い
人
々
を
指
す
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

「
科
学
」
へ
の
信
頼
の
基
盤
は
、
専
門
家
同
士
の
相
互
チ
ェ
ッ
ク
に
見
出
さ
れ
る
と
先
に
い
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
の
「
専
門
家
」
と
は
、
特
定

の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
共
有
す
る
科
学
者
集
団
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
ク
ー
ン
が
い
う
よ
う
に
、
科
学
者
た
ち
は
「
個
人
の
創
造
的
仕
事
が
、
自
分
の
同
業

者
に
対
し
て
の
み
向
け
て
な
さ
れ
、
仲
間
う
ち
だ
け
で
評
価
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
職
業
集
団
」（
同
書
、
一
八
五
頁
）
を
形
成
し
ま
す
。
そ
の
「
仲
間
う

な

ち
の
評
価
」
が
、
専
門
家
同
士
の
相
互
チ
ェ
ッ
ク
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
正
体
な
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
科
学
者
た
ち
が
馴
れ
合
い
で
論
文
の
シ
ン
サ
を

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
科
学
者
た
ち
は
む
し
ろ
、
通
常
科
学
の
パ
ズ
ル
解
き
の
中
で
互
い
に
競
争
し
な
が
ら
、
互
い
の
成
果
を
評

価
し
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
そ
の
高
い
専
門
性
は
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
分
野
外
の
批
判
か
ら
専
門
家
を
守
る
働
き
を
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。
そ
の
分
野
で

前
提
に
さ
れ
る
知
の
枠
組
み
は
、
内
部
で
問
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
だ
け
で
な
く
、
外
部
か
ら
の
批
判
も
受
け
付
け
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

通
常
科
学
の
営
み
は
、
専
門
の
枠
組
み
に
閉
じ
る
こ
と
で
効
率
化
す
る
よ
う
な
体
制
の
中
で
行
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

そ
う
し
た
か
た
ち
で
の
知
の
蓄
積
は
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
自
体
の
変
化
に
対
す
る
強
い「
保
守
性
」
を
発
揮
す
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
パ
ラ
ダ
イ
ム
の

上
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
知
は
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
枠
の
中
で
意
味
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
す
か
ら
、
自
分
の
研
究
の
「
意
味
」
を
失
わ
せ
る
よ
う
な
研
究
は
容

易
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
専
門
家
間
の
ピ
ア
・
レ
ビ
ュ
ー
の
シ
ス
テ
ム
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
と
し
て

よ

作
用
す
る
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
た
ち
の
拠
っ
て
立
つ
知
の
基
盤
を
吹
き
飛
ば
す
よ
う
な
革
新
的
な
論
文
は
、
「
専
門
家
」
に
と
っ
て
は
「
と
ん
で
も

な
い
も
の
」
と
し
か
評
価
で
き
な
い
の
で
す
。「
科
学
者
」
と
し
て
の
業
績
が
専
門
家
間
の
チ
ェ
ッ
ク
に
の
み
依
存
す
る
体
制
を
採
る
限
り
、
そ
の
よ
う

な
革
新
的
な
論
文
を
書
く
人
は
最
初
か
ら
「
科
学
者
」
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

パ
ラ
ダ
イ
ム
を
前
提
に
し
た
科
学
の
「
進
歩
」は
、
そ
の
意
味
で
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
自
体
を
変
化
さ
せ
て
い
く
知
の
コ
ウ
シ
ン
を
も
た
ら
す
も
の
へ
の
本

質
的
な
反
発
を
も
つ
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
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こ
う
し
たＣ
知
の
閉
塞
は
、
科
学
が
資
本
主
義
と
接
続
す
る
こ
と
で
強
化
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
冷
戦
構
造
の
中
、
国
家
の「
科
学
技
術
」
の
向
上
が
重

視
さ
れ
た
時
代
に
は
、
無
条
件
で
科
学
に
お
金
が
回
る
状
況
も
あ
り
ま
し
た
が
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
企
業
資
本
が
科
学
研
究
を
後
押
し
す
る
流
れ

が
出
て
き
ま
す
。
「
パ
ズ
ル
解
き
」
の
進
展
も
、
科
学
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
で
独
立
に
進
む
も
の
で
は
な
く
、
「
お
金
に
な
る
こ
と
」が
求
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
は
閉
鎖
的
だ
っ
た
科
学
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
開
か
れ
た
も
の
に
な
っ
た
と
評
価
で
き
る
よ
う
に
も
思

え
ま
す
。
科
学
者
の
専
門
家
集
団
が
内
部
の
相
互
評
価
だ
け
で
成
立
し
て
い
た
状
況
か
ら
離
れ
て
、
外
部
の
視
点
を
取
り
入
れ
は
じ
め
た
、
と
。
そ
う

す
る
こ
と
で
パ
ラ
ダ
イ
ム
自
体
を
見
直
す
視
点
が
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
と
期
待
す
る
向
き
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
実
際
に
は
知
の
閉
塞
は
、
科
学
の
資
本
主
義
化
に
よ
っ
て
は
解
消
さ
れ
ず
、
反
対
に
著
し
く
強
化
さ
れ
ま
し
た
。
ま
ず
第
一
に
、
科
学
の

資
本
主
義
化
に
よ
っ
て
、
科
学
へ
の
信
頼
が
専
門
家
の
相
互
チ
ェ
ッ
ク
に
ユ
ダ
ね
ら
れ
る
状
況
に
は
変
化
が
あ
り
ま
せ
ん
。
専
門
家
集
団
の
外
部
か
ら

ま
な

ざ

示
さ
れ
る
の
は
「
社
会
的
・
経
済
的
な
ニ
ー
ズ
」
で
あ
っ
て
、
科
学
的
な
知
自
体
へ
の
批
判
的
な
眼
差
し
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
む
し
ろ
、
科
学
の
「
進

歩
」は
前
提
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
多
額
な
資
金
の
投
入
も
キ
ョ
ヨ
ウ
さ
れ
て
い
ま
す
。

他
方
で
そ
の
資
金
の
投
入
の
目
的
は
、
科
学
の
純
粋
な
「
進
歩
」
で
は
な
く
「
お
金
に
な
る
こ
と
」
に
な
り
ま
し
た
。
科
学
者
集
団
の
中
の
パ
ズ
ル
解
き

を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
産
業
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
「
通
常
科
学
」が
パ
ズ
ル
解
き
を
問
題
に
す
る
限
り
、
専
門
家

の
数
が
増
え
、
発
表
さ
れ
る
論
文
の
数
が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
、
無
条
件
的
に
「
進
歩
」
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
科
学
の「
進
歩
」
と
は
、
知
の
パ
ズ

ル
の
ピ
ー
ス
を
埋
め
る
こ
と
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
科
学
の「
進
歩
」
が
経
済
の
成
長
を
目
的
と
す
る
も
の
に
な
れ
ば
、
そ
の
成
否
を
測
る
基
準

は
パ
ズ
ル
解
き
と
は
別

に

設
け
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
だ
け
の
市
場
価
値
を
も
た
ら
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
研
究
の
成
否
を
測
る
基
準
に
な
る
わ
け
で

す
。研

究
の
評
価
基
準
が
変
化
す
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
科
学
者
の
研
究
の
動
機
も
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
科
学
者
集
団
の
相
互
評
価
だ
け
が
問
題

だ
っ
た
の
が
、
経
済
効
果
の
創
出
と
い
う
観
点
で
研
究
主
題
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
科
学
者
の
「
社
会
的
責
任
」と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
の
で
す
。
そ
う
し
た
評
価
基
準
の
変
化
と
無
関
係
に
、
科
学
者
と
し
て
の
「
よ
い
振
る
舞
い
」
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
科
学
者
集
団
の
相
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互
評
価
が
問
題
だ
っ
た
頃
に
は
、
「
科
学
者
」
と
し
て
誠
実
な
研
究
態
度
を
採
る
こ
と
が
科
学
者
自
ら
の
存
在
理
由
に
関
わ
る
重
要
な
エ
ー
ト
ス
（＝

習

慣
的
な
振
る
舞
い
）
で
し
た
。

し
か
し
、
資
本
主
義
が
道
徳
的
な「
正
し
さ
」を
設
定
す
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
経
済
的
な
利
益
を
高
め

る
こ
と
が
科
学
者
の
社
会
的
責
任
で
あ
る
な
ら
、
統
計
処
理
に
表
面
化
し
な
い
程
度
の
手
を
加
え
る
こ
と
や
、
都
合
の
い
い
デ
ー
タ
だ
け
を
用
い
て
結

果
を
出
す
こ
と
も
、
十
分
な
「
経
済
合
理
性
」
を
も
つ
行
為
に
な
り
ま
す
。
専
門
家
集
団
の
間
で
の
相
互
評
価
が
、
そ
れ
自
体
で
経
済
的
な
動
機
づ
け
を

も
つ
よ
う
に
な
れ
ば
、
「
真
理
の
探
求
」
な
ど
と
い
う
お
金
に
な
ら
な
い
お
題
目
を
唱
え
る
こ
と
は
「
自
己
満
足
」以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
な
る
わ
け
で

す
。例

え
ば
、
Ａ
Ｉ
を
用
い
た
生
産
作
業
者
の
動
作
解
析
に
よ
っ
て
現
場
の
作
業
ミ
ス
を
防
ぐ
と
い
う
技
術
が
先
ご
ろ
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
生
産

現
場
の
効
率
を
高
め
る
た
め
、
現
場
作
業
者
の
様
子
を
映
像
に
撮
っ
て
Ａ
Ｉ
で
解
析
し
、
そ
の
作
業
を
行
う
に
あ
た
っ
て
最
適
な
動
作
と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
、
と
い
う
技
術
で
す
（
栗
原

二
〇
一
九
）
。
こ
の
研
究
の
「
優
れ
て
い
る
点
」
は
、
実
際
の
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
場
面
を

映
像
で
撮
り
な
が
ら
最
適
な
動
作
か
ら
逸
脱
し
た
動
き
を
し
て
い
る
現
場
作
業
者
に
警
告
を
出
せ
る
こ
と
に
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
場
作
業
者

に
効
率
の
よ
い
動
き
を
さ
せ
、
作
業
効
率
を
高
め
る
た
め
に
Ａ
Ｉ
技
術
が
活
用
さ
れ
た
事
例
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。

こ
う
し
た
研
究
は
、
企
業
の
経
済
的
な
利
益
に
直
結
し
ま
す
か
ら
、
一
面
で
は
「
社
会
の
ニ
ー
ズ
」
に
応
え
る
も
の
だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
実
際
、

企
業
担
当
者
は
こ
う
し
た
新
し
い
技
術
に
接
し
て
、
そ
の
効
果
は
い
か
ほ
ど
の
も
の
か
、
自
社
に
も
応
用
で
き
る
か
な
ど
と
、
研
究
を
重
ね
て
い
く
こ

と
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
研
究
は
、
経
済
的
な
利
益
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
現
場
作
業
者
の
福
祉
に
資
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
Ａ
Ｉ
に
よ
っ
て
動
作
を
そ
の
都
度
矯
正
さ
れ
る
現
場
作
業
者
は
、
自
分
の
身
体
を
生
産
シ
ス
テ
ム
の
一
部
に
組
み
入
れ
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
、
極

端
な
不
自
由
の
中
に
お
か
れ
ま
す
。
心
を
無
に
し
、
身
体
を
機
械
の
一
部
と
し
て
動
か
し
て
時
が
過
ぎ
る
の
を
待
つ
と
い
う
労
働
形
態
が
そ
こ
に
実
現

す
る
こ
と
が
容
易
に
想
像
で
き
ま
す
。
現
場
作
業
者
は
、
そ
の
職
業
を
自
ら
の
「
自
由
」
に
お
い
て
選
択
し
た
の
だ
と
い
え
ば
、
雇
用
者
の
倫
理
的
責
任

は
免
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
少
し
広
い
視
野
で
考
え
れ
ば
、
職
業
従
事
者
を
徹
底
し
た
管
理
の
も
と
に
お
く
こ
と
が
、
社
会
に
と
っ
て
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本
当
に
「
進
歩
」と
い
い
う
る
も
の
な
の
か
、
筆
者
に
は
疑
問
に
思
わ
れ
ま
す
。

ひ
と
つ
の
極
端
な
例
を
見
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
こ
の
例
は
、
研
究
成
果
の
評
価
が
経
済
的
な
利
益
を
基
準
に
す
る
こ
と
で
起
こ
る
視
野
の

さ
く

狭
窄
の
可
能
性
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
経
済
的
な
利
益
が
出
る
こ
と
で
研
究
が
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
研
究
者
も
ま
た
、
そ
の
目
先

の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
最
適
化
し
た
行
動
を
と
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
何
ら
か
の
倫
理
的
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
設
け
る
こ
と
は
で
き
て
も
、

そ
も
そ
も
の
研
究
の
動
機
に
、
広
い
視
野
で
の
社
会
的
な
「
正
し
さ
」
の
実
現
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
科
学
の
「
進
歩
」
の
行
く
先
は
、
経
済
的
な
利

益
に
先
導
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 Ｄ
資
本
主
義
化
し
た
科
学
に
お
い
て
知
の
閉
塞
は
、
単
に
解
消
さ
れ
な
い
ば
か
り
か
、
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

わ
け
で
す
。

（
荒
谷
大
輔『
使
え
る
哲
学
―
―
私
た
ち
を
駆
り
立
て
る
五
つ
の
欲
望
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
』に
よ
る
）

（
注
）

ピ
ア
・
レ
ビ
ュ
ー

研
究
成
果
を
同
分
野
の
他
の
研
究
者
が
評
価
す
る
こ
と
。

ク
ー
ン

一
九
七
一

ト
ー
マ
ス
・
ク
ー
ン
の
著
書
『
科
学
革
命
の
構
造
』（
中
山
茂
訳
）
の
こ
と
。

栗
原

二
〇
一
九

栗
原
雅
氏
が
二
〇
一
九
年
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
メ
デ
ィ
ア
「JBpress

D
igital

Innovation
R
evie

w

」
に
掲
載
し
た
記
事

「
人
の「
骨
格
」
を
見
て
、
作
業
ミ
ス
を
Ａ
Ｉ
が
即
座
に
発
見

生
産
現
場
の
作
業
者
の
動
作
を
解
析
す
る
三
菱
電
機
の
新
技
術
」

の
こ
と
。
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問
一

傍
線
部

~

の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
改
め
よ
。

問
二

傍
線
部
Ａ
「
パ
ズ
ル
解
き
」
と
は
ど
の
よ
う
な
行
為
を
た
と
え
た
も
の
か
。
本
文
中
の「
パ
ズ
ル
」に
関
わ
る
語
を
用
い
な
が
ら
、
八
十
字
以
内
で

述
べ
よ
。

問
三

傍
線
部
Ｂ
「
実
験
の
失
敗
も
ま
た
広
い
意
味
で
科
学
の
「
進
歩
」
に
貢
献
し
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
貢
献
し
た
と
い
え
る
の

か
。
本
文
の
記
述
を
ふ
ま
え
て
百
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

問
四

傍
線
部
Ｃ
「
知
の
閉
塞
」と
あ
る
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
状
況
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
か
。
本
文
に
即
し
て
七
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

問
五

傍
線
部
Ｄ
「
資
本
主
義
化
し
た
科
学
に
お
い
て
知
の
閉
塞
は
、
単
に
解
消
さ
れ
な
い
ば
か
り
か
、
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
あ
る
が
、
こ
れ

は
な
ぜ
か
。
「
解
消
」
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
本
文
に
即
し
て
百
五
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。
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お
し
え

第
二
問

次
の
文
章
は
、
妻
と
な
る
べ
き
女
性
を
探
し
求
め
る
主
人
公
三
位
の
中
将
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
女
性
と
会
う
次
第
を
記
し
た
物
語
『
窓
の
教
』（
室

町
時
代
成
立
）
の
一
節
で
あ
る
。
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。

神
無
月
の
こ
ろ
、 Ａ
降
り
み
降
ら
ず
み
、
さ
だ
め
な
き
こ
ろ
は
、
な
ほ
つ
れ
づ
れ
も
ひ
と
し
ほ
や
る
か
た
な
く
心
す
ご
き
を
り
し
も
、
小
侍
従
の
君
と

め

の

と

お
ば

に

は
ち

て
御
乳
母
の
姥
の
娘
来
た
り
て
、
「
右
大
将
ど
の
の
姫
君
、
御
年
は
二
八
ば
か
り
に
て
御
心
深
く
、
よ
ろ
づ
な
に
ご
と
も
な
に
ご
と
も
思
し
知
り
ぬ
。

か
た

御
か
た
ち
並
ぶ
方
も
侍
ら
ぬ
」
な
ど
、
物
語
す
る
を
中
将
聞
き
給
ひ
て
、
ゆ
か
し
く
思
し
召
し
、
小
侍
従
の
君
を
せ
ち
に
せ
め
さ
せ
給
へ
ば
、
「
『
女
御

お

と

ど

に
』と
父
大
臣
Ｂ

か
し
づ
き
給
ふ
な
る
が
、
母
君
あ
ま
た
の
中
に
ま
じ
ら
ひ
給
は
ん
こ
と
を
、
心
も
と
な
く
思
し
召
し
て
、 Ｃ
心
ゆ
か
せ
た
ま
は
ず
。
そ

の
外
い
ま
だ
さ
だ
ま
り
給
ふ
こ
と
も
お
は
せ
ず
」
と
申
せ
ば
、
い
ろ
い
ろ
に
そ
そ
の
か
し
て
、
小
侍
従
仲
立
ち
し
て
夕
月
夜
の
ほ
ど
に
入
れ
奉
り
ぬ
。

き
さ
ら
ぎ

ふ

ぜ
い

姫
君
を
御
覧
ず
れ
ば
、
ま
こ
と
に
い
ま
だ
き
び
は
に
た
よ
た
よ
と
し
て
、 Ｄ

如
月
の
初
風
に
も
な
び
き
ぬ
べ
き
柳
の
風
情
に
ぞ
見
え
給
ひ
け
る
ほ
ど
、

ち
ぎ

御
心
ざ
し
た
ぐ
ひ
な
く
、
行
く
末
永
く
変
は
る
べ
き
世
の
習
ひ
ま
で
も
お
く
れ
じ
、
と
契
り
給
ふ
ほ
ど
に
、
長
き
夜
な
が
ら
明
け
や
す
く
、
御
門
に
人

多
く
て
、
立
ち
帰
り
給
は
ん
や
う
な
く
て
こ
も
り
お
は
し
ぬ
。

ゐ

も
ち
ゐ

さ
れ
ば
今
日
は
亥
の
子
の
祝
ひ
と
て
、
餅
な
ど
と
り
ど
り
奉
り
給
ふ
に
、
父
大
臣
も
ふ
と
わ
た
り
給
ふ
に
、
中
将
几
帳
の
か
げ
に
隠
れ
給
へ
る
後
ろ

た
た
う
が
み

こ

影
を
御
覧
じ
て
、
ま
た
、
畳
紙
、
帯
な
ど
の
散
り
乱
れ
た
る
を
御
覧
じ
て
、
い
か
め
し
く
腹
だ
た
し
く
の
の
し
り
給
ひ
て
、
「
人
も
ゆ
る
さ
ぬ
此
の
君

た
れ

あ
め

を
、
め
づ
ら
か
に
は
ひ
わ
た
る
者
や
あ
る
。
女
御
に
と
思
ふ
も
の
を
、
誰
に
ま
れ
天
が
下
の
う
ち
に
、
我
を
お
し
て
さ
や
う
の
こ
と
は
せ
ら
る
ま
じ
」

ふ
た
た
び

こ
と

な
ど
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
叱
り
給
ひ
て
、
夜
ご
と
に
人
を
つ
け
て
ま
ぼ
ら
せ
ら
る
れ
ば
、
ま
た
二
度
と
も
、
言
の
葉
の
つ
て
だ
に
仲
絶
え
て
、
夢
に

が
た

み

も
通
ふ
道
し
な
け
れ
ば
、
あ
か
ぬ
名
残
を
互
ひ
に
忘
れ
形
見
に
て
、 Ｅ
絶
え
は
て
給
ふ
な
り
。

（『
窓
の
教
』に
よ
る
）

注
意

人
文
学
部
・
教
育
学
部
受
験
者
用

◇Ｍ１（ ２４４―１０）― ９ ―



（
注
）

二
八
ば
か
り

「
十
六
歳
ほ
ど
」
の
意
。

き
さ
き

女
御

后
の
位
の
一
つ
で
、
中
宮
よ
り
下
。
更
衣
よ
り
上
。

な
ら

行
く
末
永
く
変
は
る
べ
き
世
の
習
ひ
ま
で
も
お
く
れ
じ

「
末
永
く
来
世
ま
で
共
に
と
願
う
世
の
慣
い
に
も
ひ
け
を
と
る
ま
い
」
ほ
ど
の
意
。

亥
の
子
の
祝
ひ

十
月
の
最
初
の
亥
の
日
に
、
餅
を
食
べ
て
子
孫
繁
栄
を
祈
る
行
事
。

問
一

二
重
傍
線
部

「
こ
も
り
お
は
し
ぬ
」
・

「
ま
ぼ
ら
せ
ら
る
れ
ば
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
動
作
主
を
〔

〕
の
中
か
ら
選
ん
で
答
え
よ
。

〔

三
位
の
中
将

・

右
大
将
（
父
大
臣
）

・

母
君

・

姫
君

・

小
侍
従
の
君

〕

問
二

傍
線
部
Ａ
「
降
り
み
降
ら
ず
み
、
さ
だ
め
な
き
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
が
、
読
み
人
知
ら
ず
の
和
歌
「
神
無
月
降
り
み
降
ら
ず
み
定
め
な
き
時
雨
ぞ

冬
の
初
め
な
り
け
る
」（
『
後
撰
和
歌
集
』
）に
拠
っ
た
表
現
で
あ
る
こ
と
を
参
考
に
し
つ
つ
、
ど
の
季
節
の
ど
の
よ
う
な
様
子
を
あ
ら
わ
し
た
も
の

か
、
簡
潔
に
説
明
せ
よ
。

問
三

傍
線
部
Ｂ
「
か
し
づ
き
給
ふ
な
る
が
」
を
、
現
代
語
訳
せ
よ
。

問
四

傍
線
部
Ｃ
「
心
ゆ
か
せ
た
ま
は
ず
」
は
、
「
お
気
が
進
ま
ず
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
」
ほ
ど
の
意
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
誰
の
心
情
か
。
ま
た
、
ど
の
よ

う
な
理
由
に
よ
る
も
の
か
。
「
お
気
が
進
ま
ず
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
」に
つ
な
が
っ
て
一
文
が
完
結
す
る
よ
う
に
、
本
文
に
即
し
て
四
十
字
以
内
で
述

べ
よ
。

◇Ｍ１（ ２４４―１１）― １０ ―



問
五

傍
線
部
Ｄ
「
如
月
の
初
風
に
も
な
び
き
ぬ
べ
き
柳
の
風
情
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
誰
の
、
ど
の
よ
う
な
様
子
を
た
と
え
た
も
の
か
。
本
文
に
即
し

て
三
十
字
以
内
で
述
べ
よ
。

問
六

傍
線
部
Ｅ
「
絶
え
は
て
給
ふ
な
り
」
と
あ
る
が
、
具
体
的
に
ど
う
な
っ
た
と
い
う
こ
と
か
。
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
理
由
も
含
め
、
本
文
に
即
し
て

八
十
字
以
内
で
述
べ
よ
。

◇Ｍ１（ ２４４―１２）― １１ ―



第
三
問

次
の
詩
は
、
唐
の
王
建
が
詠
ん
だ
「
求
友
」
と
題
す
る
作
品
で
、
探
し
求
め
る
友
人
像
と
交
際
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
世
間
の
実
態
と
王
建
自
身

の
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。
（
設
問
の
関
係
で
、
返
り
点
・
送
り
が
な
を
省
い
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
）

ミ
ル
ハ

ヲ

ま
チ

鑑
形

須
明

ヲ
Ａ


い
ヤ
ス
ハ

ヲ

ツ

ヲ

療
疾

須
良

医

ク
ン
バ

ノ

ル
コ
ト

若

無
傍

人

見

形

疾

Ｂ

安

自

知

ク

世

路

薄
言

行

リ
テ

ツ

ノ

ヲ

学

成

棄
其

師

お
も
ヒ

ノ

ヲ

毎

懐
一

飯

恩

ン
ゼ

ノ

こ
と
ば
ヲ

不
重
勧

勉

詞

注
意

人
文
学
部
・
教
育
学
部
受
験
者
用

― １３ ― ◇Ｍ１（ ２４４―１４）



け
う

が
く

ニ

ナ
ラ

斅

学

既

不
誠

ニ

か
ク

朋

友

道

日

虧

な
シ

ノ

ハ
リ
ヲ

遂

作
名

利

交

ニ

ヒ
テ

ス

四

海

争

奔

馳

ニ

ヒ

ノ

ヲ

常

慕
正

直

人

あ
ひ

レ

生

死

不
相

離

Ｃ

苟

能

成
我

身

ン
ジ
テ

ハ
ン

甘

与
僮

僕
随

Ｄ

我

言

彼

当
信

彼

道

我

無
疑

―１４ ― ◇Ｍ１（ ２４４―１５）



ビ

ニ

針

薬

及
病

源

テ

ヲ

ズ

キ

ニ

以
石

投
深

池

ゲ

ヲ

終

朝

挙
善

道

シ
テ

ニ

フ

ヲ

敬

愛

当シ
行
之

ル
モ

ヲ

た

と

ひ

縦

令

誤
所

見

ブ

ヨ
リ

あ
ひ

ス
ル
ヲ

亦

貴
本

相

規

メ

ツ
ル
ヲ

ヲ

不
求
立
名

声

ハ

ブ

ル
コ
ト
ナ
リ

か

し
ヲ

所
貴

去

瑕

玼

ハ
ク
ハ

の
こ
シ

ニ

各

願

貽
子

孫

ク

サ
ン

ノ

ト

Ｅ

永

為
後

世

資

（『
王
司
馬
集
』
よ
り
）

― １５ ― ◇Ｍ１（ ２４４―１６）



（
注
）

斅
学

教
え
る
こ
と
と
学
ぶ
こ
と
。

僮
僕

召
使
い
。

終
朝

一
日
中
。

規

忠
告
す
る
。

瑕
玼

道
徳
上
の
欠
点
。

― １６ ― ◇Ｍ１（ ２４４―２１）



問
一

傍
線
部

~

の
読
み
を
、
送
り
が
な
の
必
要
な
も
の
は
そ
れ
も
含
め
て
、
ひ
ら
が
な
で
答
え
よ
。

問
二

空
欄
Ａ
に
入
る
漢
字
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
〔

〕か
ら
選
び
、
そ
の
漢
字
を
記
せ
。

〔

朝

鏡

珠

月

文

道

〕

問
三

傍
線
部
Ｂ
「
安

自

知
」、
傍
線
部
Ｃ「
苟

能

成
我

身
」を
、
ひ
ら
が
な
の
み
を
用
い
て
書
き
下
し
文
に
改
め
よ
。

問
四

傍
線
部
Ｄ
「
我

言

彼

当
信

彼

道

我

無
疑
」
を
現
代
語
訳
せ
よ
。

問
五

傍
線
部
Ｅ「
永

為
後

世

資
」は
、
永
く
後
世
の
生
き
る
指
針
に
し
よ
う
で
は
な
い
か
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
王
建
は
ど
の
よ
う
な
友
人

を
探
し
求
め
る
こ
と
を
指
針
に
し
た
い
と
述
べ
て
い
る
の
か
、
本
文
に
即
し
て
具
体
的
に
説
明
せ
よ
。

― １７ ― ◇Ｍ１（ ２４４―２２）



第
四
問

次
に
示
す
の
は
、
「
先
ま
わ
り
す
る
表
現

理
を
超
え
た
情
」と
い
う
小
題
を
も
つ
文
章
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。

二
〇
二
〇
年
七
月
十
八
日
の
『
朝
日
新
聞
』
朝
刊
（
山
形

）
に
「
「
ア
マ
ビ
エ
」
や「
福
う
さ
ぎ
」
／
収
束
願
い
天
童
市
に
寄
贈
」
と
い
う
見
出
し
の
記
事
が

載
せ
ら
れ
て
い
る
。
「
収
束
」
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
収
束
で
あ
る
が
、
記
事
に
は「
縁
起
物
は「
ア
マ
ビ
エ
様
＆
さ
く
ら
ん
ぼ
福
う
さ
ぎ
」
。
手
の

ひ
ら
に
載
る
く
ら
い
の
大
き
さ
で
、
将
棋
駒
、
真
っ
赤
な
サ
ク
ラ
ン
ボ
を
あ
し
ら
う
な
ど
天
童
ら
し
さ
も
演
出
し
た
。
手
に
し
た
人
が
笑
顔
に
な
れ
る

よ
う
に
と
、
ア
マ
ビ
エ
を
少
し
ふ
っ
く
ら
と
仕
上
げ
た
そ
う
だ
」
と
あ
る
。

「
笑
顔
に
な
れ
る
」
は
も
ち
ろ
ん
「
笑
顔
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
だ
。「
ア
マ
ビ
エ
」
は
妖
怪
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
感
染
が
広
が
る
中
で
、
弘
化
三
（
一
八
四
六
）年
頃
に
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
瓦
版
に
描
か
れ
て
い
る
姿
が
紹
介
さ
れ
、
広
く
知
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
の
「
ア
マ
ビ
エ
」の
姿
が
あ
ん
ま
り
か
わ
い
い
と
は
い
え
な
い
か
ら
、「
少
し
ふ
っ
く
ら
と
仕
上
げ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
ア
マ
ビ
エ
」の
顔
を
か
わ
い
く
し
た
、
と
い
う
の
は
「
作
り
手
」
の
判
断
で
、
そ
の
理
由
が「
手
に
し
た
人
」
す
な
わ
ち
「
受
け
手
」
に
喜
ん
で
も
ら
い
た

い
か
ら
、
と
い
う
こ
と
は
よ
く
わ
か
る
。
し
か
し
、
「
受
け
手
」
が
ど
う
思
う
か
は
、「
作
り
手
」
に
は
わ
か
ら
な
い
。
喜
ん
だ
結
果
、
笑
顔
に
な
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
喜
ん
だ
が
、
表
情
に
は
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
て
あ
る
。
「
受
け
手
」
が「
笑
顔
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
が
「
作
り
手
」
の
目
標

で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
少
し
「 Ａ
先
ま
わ
り
」し
て
い
な
い
か
、
と
思
う
。

「
こ
ん
な
状
況
で
も
楽
し
さ
や
希
望
を
見
せ
ら
れ
る
よ
う
な
、
笑
顔
に
な
れ
る
こ
と
を
や
り
た
か
っ
た
」（
二
〇
二
〇
年
七
月
二
十
三
日『
朝
日
新
聞
』

朝
刊
）
と
い
っ
た
場
合
、
自
身
が
「
や
り
た
い
こ
と
」
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
や
っ
た
結
果
、
他
者
が
喜
ん
で
く
れ
た
、
笑
顔
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
て
、「
や
り
た
い
こ
と
」が
他
者
が
「
笑
顔
に
な
れ
る
こ
と
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
目
標
が
設
定
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
万
冊
売
れ

る
よ
う
な
本
を
書
く
、
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
一
万
冊
売
れ
る
よ
う
な
本
を
書
く
た
め
に
は
、
い
ろ
い
ろ
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
多
く
の

人
が
買
い
た
く
な
る
よ
う
な
テ
ー
マ
を
選
ぶ
、
販
売
の
た
め
の
活
動
は
ど
う
展
開
す
れ
ば
効
果
的
か
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と
に

注
意

経
済
科
学
部
・
医
学
部
・
創
生
学
部
受
験
者
用

◇Ｍ１（ ２４４―２４）― １９ ―



な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
読
ん
だ
人
が
「
笑
顔
に
な
れ
る
」
本
を
書
く
、
と
い
う
企
画
が
た
て
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

「
笑
顔
に
な
れ
る
」
は
き
わ
め
て
情
緒
的
で
あ
る
。

ス
ポ
ー
ツ
選
手
が
「
勇
気
を
与
え
る
」
と
発
言
す
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
「
来
季
は
新
ス
タ
ジ
ア
ム
で
Ｊ
リ
ー
グ
に
参
入
し
ま
す
。
宮
崎
の
週
末
に

元
気
、
勇
気
を
与
え
る
場
所
に
し
た
い
」（
二
〇
二
〇
年
十
一
月
三
十
日
『
朝
日
新
聞
』
朝
刊
（
宮
崎

）
）
や「
画
面
越
し
に
応
援
し
て
く
れ
る
サ
ポ
ー
タ
ー

の
皆
さ
ん
に
勇
気
を
与
え
る
サ
ッ
カ
ー
を
し
た
い
」（
二
〇
二
〇
年
七
月
一
日
『
朝
日
新
聞
』
朝
刊
（
佐
賀

）
）
な
ど
が
そ
う
い
う
発
言
に
あ
た
る
。

誤
解
の
な
い
よ
う
に
い
え
ば
、
い
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
理
解
し
て
い
る
。
た
だ
、
ス
ポ
ー
ツ
で
あ
れ
ば
、
ル
ー
ル
に
従
っ
て
試
合
を

し
て
勝
つ
と
い
う
こ
と
が
目
標
で
、
そ
の
試
合
を
見
た
人
が
勇
気
を
与
え
ら
れ
た
、
と
思
う
か
ど
う
か
は
見
た
人
す
な
わ
ち「
受
け
手
」の
側
の
い
わ
ば

問
題
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
選
手
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
で
も
な
い
は
ず
だ
。
練
習
の
成
果
を
十
二
分
に
発
揮
し
、
試
合
に
勝

つ
こ
と
を
目
指
す
。
そ
の
結
果
勝
つ
こ
と
も
あ
れ
ば
負
け
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
こ
ま
で
が
「
選
手＝

作
り
手
」
側
の
こ
と
が
ら
で
、
そ
の
試
合
を
見
て
ど

う
思
う
か
は「
観
客＝

受
け
手
」側
の
こ
と
が
ら
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
観
客
に
喜
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
な
試
合
を
し
た
い
と
思
う
の
は
自
然
で
あ
ろ
う

が
、「
全
力
を
尽
く
し
た
試
合
」「
試
合
の
結
果
」を
飛
び
越
し
て
、
「
観
客
が
喜
ぶ
」
と
い
う
こ
と
を
目
指
す
と
い
う
の
は
先
ま
わ
り
し
す
ぎ
て
い
な
い
だ

ろ
う
か
。

「
全
力
を
尽
く
し
た
試
合
＋
試
合
の
結
果
」を
今
風
に
仮
に
「
コ
ン
テ
ン
ツ
」
と
呼
ん
で
み
よ
う
。
そ
う
す
る
と「
コ
ン
テ
ン
ツ
」
よ
り
も「
受
け
手
の
情

的
な
反
応
」
が
前
面
に
で
て
き
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
が
広
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
テ
レ
ビ
の
視
聴
率
や

本
の
売
り
上
げ
部
数
は
、
「
受
け
手
の
情
的
な
反
応
」
で
は
な
い
の
で
少
し
違
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
新
書
な
ど
の
企
画
を
出
版
社
の
編
集
担
当
者
と
相

談
す
る
時
に
、
一
万
部
は
刷
る
の
だ
か
ら
、
ま
ず
一
万
部
は
売
れ
る
よ
う
な
企
画
で
な
け
れ
ば
、
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
内
容
す
な
わ

ち
「
コ
ン
テ
ン
ツ
」
が
お
も
し
ろ
い
か
、
い
い
か
、
と
い
う
話
を
飛
び
越
え
て
「
受
け
手
の
反
応
」
が
ま
ず
あ
る
。
〈
他
人
の
心
中
を
推
し
量
る
こ
と
〉
を
語

義
と
す
る
「
ソ
ン
タ
ク
（
忖
度
）
」と
い
う
語
が
あ
る
。
内
容
や「
理
」
よ
り
も
「
受
け
手
の
反
応
」
を
考
え
る
の
は
「
過
剰
な
忖
度
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

言
語
表
現
に
関
し
て
い
え
ば
、
「
書
き
手
」
が
「
読
み
手
」
を
想
定
し
、
意
識
す
る
こ
と
は
必
要
な
こ
と
で
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
は
い
い
。
し
か
し
過
剰

に
「
読
み
手
」
側
に
寄
り
添
い
、
「
読
み
手
」
側
に
先
ま
わ
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
書
き
手
」
と
「
読
み
手
」
と
の
境
界
線
が
曖
昧
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
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先
に
引
用
し
た
「
こ
ん
な
状
況
で
も
楽
し
さ
や
希
望
を
見
せ
ら
れ
る
よ
う
な
、
笑
顔
に
な
れ
る
こ
と
を
や
り
た
か
っ
た
」
と
い
う
文
で
は
、
「
楽
し
さ
や

希
望
を
見
せ
ら
れ
る
」「
笑
顔
に
な
れ
る
」
と
二
つ
の
可
能
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
。
「
楽
し
さ
や
希
望
」
を（
他
者
に
）見
せ
る
の
は
発
言
者
、
笑
顔
に
な

る
の
は
（
発
言
者
以
外
の
）
他
者
で
、
そ
れ
が
一
文
の
中
に
い
わ
ば
溶
け
込
ん
で
い
る
。

「
書
き
手
」
は
「
書
き
手
」
の
立
場
と
責
任
に
お
い
て
「
他
者
に
伝
え
た
い
情
報
」を
ま
と
め
、
整
理
し
て
「
読
み
手
」
に
渡
す
。
そ
れ
が
整
理
も
そ
こ
そ
こ

に
、「
読
み
手
」側
の
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
と
考
え
て
い
る
と
、
わ
た
す
情
報
が
ぐ
ず
ぐ
ず
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

「
立
場
」
は「
視
点
」
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。
「
書
き
手
の
視
点
」
と「
読
み
手
の
視
点
」
が
交
錯
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
文
は
き
わ
め
て
わ
か
り
に
く
い

も
の
に
な
る
。
「
書
き
手
」
と
「
読
み
手
」
と
を
つ
な
ぐ
「
回
路
」
も
な
く
な
る
。

右
で
は
、「
受
け
手
」が
「
笑
顔
に
な
れ
る
」
よ
う
な
こ
と
を
目
標
と
す
る
の
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
れ
は
言
語
表
現
に

つ
い
て
の
話
で
は
な
い
よ
う
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
で
は
な
い
と
考
え
る
。
「
笑
顔
に
な
れ
る
」
と
い
う
言
語
表
現
が（
あ
る
程
度
に
し
て

も
）定
着
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
が
口
を
つ
い
て
出
る
。
そ
し
て
そ
の
口
を
つ
い
て
出
た
言
語
表
現
が
思
考
や
行
動
を
規
定
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に

み
え
る
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
言
語
表
現
の
問
題
が
言
語
表
現
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

Ｂ
「
や
る
気
ス
イ
ッ
チ
」と
い
う
表
現
が
あ
る
。
「
聞
蔵
Ⅱ
」
で
「
や
る
気
ス
イ
ッ
チ
」
を
検
索
し
て
み
る
と
、
一
九
九
八
年
三
月
二
十
九
日
の
朝
刊
に
「
選

手
の
「
や
る
気
ス
イ
ッ
チ
」
が
開
幕
ま
で
に「
オ
ン
」
に
な
れ
ば
連
覇
が
見
え
て
く
る
し
、
今
の
ま
ま
「
オ
フ
」
な
ら
ば
、
難
し
く
な
る
」
と
い
う
記
事
が
あ

り
、
こ
れ
が
こ
の
検
索
で
ヒ
ッ
ト
す
る
、
も
っ
と
も
古
い
使
用
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
記
事
で
は
プ
ロ
野
球
選
手
に
つ
い
て
の
表
現
で
あ
る

が
、
「
息
子
の
や
る
気
ス
イ
ッ
チ
を
探
す
日
々
」（
二
〇
一
〇
年
七
月
二
十
七
日
『
朝
日
新
聞
』
朝
刊
）
の
よ
う
に
、
子
供
に
つ
い
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
多

い
。
検
索
で
ヒ
ッ
ト
し
た
の
は
、
六
七
件
だ
か
ら
、
新
聞
紙
面
で
は
あ
ま
り
使
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
筆
者
な
ど
で
も
何
度
も
耳
に
し
た
こ
と
が

あ
る
か
ら
、
「
話
し
こ
と
ば
」
で
は
使
わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
子
供
に
「
や
る
気
ス
イ
ッ
チ
」が
あ
る
と
い
う
発
想
は
、
（
ロ
ボ
ッ
ト
と
い
う
語
も
す
で
に

古
い
か
も
し
れ
な
い
が
）
子
供
を
ロ
ボ
ッ
ト
扱
い
し
て
い
な
い
か
、
と
ま
ず
思
う
。
そ
し
て
そ
の
ス
イ
ッ
チ
を
親
が
押
す
と
、
子
供
は
急
に
や
る
気
を

出
す
、
と
い
う
の
も
子
供
に
と
っ
て
は
迷
惑
な
話
で
、
親
に
と
っ
て
は
都
合
の
い
い
話
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
や
る
気
ス
イ
ッ
チ
」
と
い
う
表
現
を
言
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わ
れ
た
子
供
が
や
る
気
を
な
く
し
て
な
け
れ
ば
い
い
の
だ
が
。

言
語
が
先
か
（
行
動
を
含
め
た
）
文
化
が
先
か
、
は
す
で
に
幾
度
も
言
語
学
で
採
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
テ
ー
マ
で
も
あ
る
。
現
在
で
は
、
ど
ち
ら
が
先

か
、
で
は
な
く
て
、
相
互
に
関
連
を
も
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
く
と
考
え
る
こ
と
が
多
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
言
語
表
現
は
表
現
だ
け
に
と
ど
ま

ら
ず
、
思
考
や
行
動
に
も
か
か
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

二
〇
二
〇
年
四
月
十
六
日
に
全
国
を
対
象
と
し
た
緊
急
事
態
宣
言
が
出
さ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
少
し
た
っ
た
頃
か
ら
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が

ニ
ュ
ー
ス
な
ど
の
終
わ
り
に
「
今
日
も
み
な
さ
ん
不
自
由
を
こ
ら
え
て
ご
苦
労
様
で
し
た
。
み
ん
な
で
乗
り
切
り
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言

う
よ
う
に
な
っ
た
。
す
で
に
ニ
ュ
ー
ス
報
道
は
終
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
視
聴
者
側
か
ら
み
れ
ば
、
次
の
番
組
に
な
っ
て
は

い
な
い
の
で
、
ま
だ
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ニ
ュ
ー
ス
は
終
わ
っ
て
い
な
い
。
毎
日
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
関
連
の
ニ
ュ
ー
ス
を
伝
え
て
い
る
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が

そ
う
言
い
た
く
な
る
気
持
ち
は
も
ち
ろ
ん
わ
か
る
し
、
そ
れ
を
自
然
な
こ
と
と
受
け
止
め
る
人
も
多
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
ば
で
励
ま
さ
れ
る

と
い
う
人
も
も
ち
ろ
ん
い
た
と
思
う
。

し
か
し
、
ニ
ュ
ー
ス
と
い
う
、
客
観
的
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
と
も
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
情
報
番
組
の
枠
組
み
の
中
に
、
そ
れ
を
伝
え
て
い
る
人
の

個
人
的
な
思
い
や
考
え
が
濃
厚
に
入
り
込
ん
で
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
ニ
ュ
ー
ス
を
見
て
い
る
人
の
立
場
も
さ
ま
ざ
ま
だ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
の

「
具
体
的
な
今
日
」
は
み
ん
な
異
な
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
「
個
人
的
な
思
い
や
考
え
」
は
そ
れ
ぞ
れ
の
「
個
体
」
に
よ
っ
て
異
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の

「
個
体
」
は
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
性
の
中
で
生
き
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の「
個
体
」
が
共
有
で
き
る
思
い
や
考
え
も
あ
る
が
、
で
き
な
い
も
の
も
あ
る
。
そ
う

い
う
こ
と
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
を「
逸
脱
」
と
い
う
の
は
言
い
過
ぎ
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
小
さ
な
「
逸
脱
」
が
積
み
重
な
る
こ
と
で
大
き

な
「
逸
脱
」
を
許
す
、
大
き
な
「
逸
脱
」
は
小
さ
な
数
多
く
の
「
逸
脱
」
を
う
み
だ
す
、 Ｃ
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
方
向
を
見
失
い
、
「
道
筋
」を
見
失
う
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
月
二
十
五
日
の
『
朝
日
新
聞
』
朝
刊
（
特
設
Ｃ
）
に
は
「
追
い
込
ま
れ
た
人

支
援
し
た
い
」
と
い
う
見
出
し
の
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
記
事
に
は

「
新
型
コ
ロ
ナ
、
主
な
で
き
ご
と
」
と
い
う
小
見
出
し
の
も
と
に
、
十
七
日
か
ら
二
十
三
日
ま
で
の
一
週
間
の
で
き
ご
と
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
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十
七
日

政
府
が
全
世
帯
に
配
る
布
マ
ス
ク
の
配
達
が
東
京
で
始
ま
る

十
八
日

国
内
で
の
感
染
者
数
が
一
万
人
を
超
え
た

二
十
日

感
染
者
の
濃
厚
接
触
者
の
定
義
、
「
発
症
二
日
前
以
降
」に
変
更

二
十
二
日

長
崎
港
に
停
泊
中
の
ク
ル
ー
ズ
船
で
、
乗
員
３３
人
の
感
染
が
判
明

東
京
都
が
休
業
要
請
に
応
じ
た
業
者
に
支
給
す
る
「
協
力
金
」
の
申
請
受
け
付
け
を
開
始

二
十
三
日

俳
優
の
岡
江
久
美
子
さ
ん
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
肺
炎
で
死
去
。
６３
歳
だ
っ
た

政
府
は
全
国
の
知
事
に
、
ス
ー
パ
ー
な
ど
に
対
し
入
場
制
限
を
要
請
す
る
よ
う
求
め
た

軽
症
患
者
は
宿
泊
施
設
で
の
療
養
が
基
本
。
厚
生
労
働
相
が
方
針
示
す

十
八
日
「
国
内
で
の
感
染
者
数
が
一
万
人
を
超
え
た
」
が
目
を
ひ
く
。
十
七
日
は
「
東
京
で
始
ま
る
」
で
あ
っ
た
の
に
、
な
ぜ
こ
こ
は
「
超
え
た
」
な
の

か
。
こ
の
「
タ
」は
過
去
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
「
超
え
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な「
書
き
手
」の
と
ら
え
か
た
、
気
持
ち
を
あ
ら
わ
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
二
十
三
日
の
「
６３
歳
だ
っ
た
」
に
も
「
ま
だ
六
十
三
歳
だ
っ
た
の
に
」と
い
う
「
書
き
手
」
の
気
持
ち
が
反
映
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
一
つ
一
つ
の
文
の
終
わ
り
も
、
動
詞
ル
形
「
始
ま
る
」「
示
す
」
、
動
詞
タ
形
「
超
え
た
」「
求
め
た
」
、
体
言
止
め
「
変
更
」「
判
明
」「
開
始
」

そ
ろ

「
死
去
」
と
揃
っ
て
お
ら
ず
、
「
書
き
手
」
が
自
分
の
気
持
ち
を
抑
え
ら
れ
な
い
ま
ま
に
記
事
を
ま
と
め
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

メ
ン
タ
リ
テ
ィ

「
先
ま
わ
り
す
る
表
現
」
と
小
題
を
付
け
た
が
、
先
ま
わ
り
す
る
の
は
、
表
現
と
い
う
よ
り
も
「
書
き
手
」の
気
持
ち
で
、
そ
う
い
う
「

心
性

」
が
広

お
お

げ

さ

が
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
る
。
そ
れ
は
時
に
過
剰
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
押
し
つ
け
が
ま
し
い
域
に
ま
で
入
り
込
み
、
大
袈
裟
に
見
え
た
り
も
す

る
。
そ
し
て
、
先
ま
わ
り
を
す
る
こ
と
に
意
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
表
現
そ
の
も
の
が
上
滑
り
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。

（
今
野
真
二
『
う
つ
り
ゆ
く
日
本
語
を
よ
む

こ
と
ば
が
壊
れ
る
前
に
』に
よ
る
）
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（
注
）

聞
蔵
Ⅱ

過
去
の
新
聞
記
事
を
検
索
で
き
る
朝
日
新
聞
社
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
。

動
詞
ル
形

動
詞
の
終
止
形
の
こ
と
。

動
詞
タ
形

動
詞
に
助
動
詞
「
た
」
が
つ
い
た
形
の
こ
と
。

問
一

傍
線
部
Ａ
「
先
ま
わ
り
」と
あ
る
が
、
著
者
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
し
て
「
先
ま
わ
り
」
と
言
っ
て
い
る
の
か
。
本
文
に
即
し
て
百
字
以
内
で
説

明
せ
よ
。

問
二

傍
線
部
Ｂ
「
「
や
る
気
ス
イ
ッ
チ
」
と
い
う
表
現
」に
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
の
は
、
著
者
が
言
語
表
現
の
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
ふ
ま
え
て
い
る
か

ら
か
。
本
文
の
例
に
即
し
て
九
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

問
三

傍
線
部
Ｃ
「
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
方
向
を
見
失
い
、
「
道
筋
」を
見
失
う
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
本
文
に
即
し
て
百
字
以
内
で
説
明
せ

よ
。

問
四

著
者
は
、
こ
の
文
章
で
、
い
く
つ
か
の
言
語
表
現
に
対
し
、「
先
ま
わ
り
」
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
著
者
が
述
べ
る
「
先
ま
わ
り
」
す
る
表
現

の
問
題
点
を
、
本
文
に
即
し
て
百
五
十
字
以
内
で
答
え
よ
。

◇Ｍ１（ ２４４―２９）― ２４ ―


