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令
和
六
年
度 

国
語 

中
期 

解
答
・
解
説 

【
五
〇
分
・
一
〇
〇
点
・
配
点
詳
細
非
公
表
】 

 

【
一
】
説
明
的
文
章 

〈
出
典
〉
榎
本
博
明
『「
上
か
ら
目
線
」
の
構
造

〈
完
全
版
〉』（
日
経
ビ
ジ
ネ
ス
文
庫
）。 

著
者
紹
介 

臨
床
心
理
学
者
。
大
阪
大
学
大
学
院
助
教
授
、

名
城
大
学
大
学
院
教
授
等
を
歴
任
。
主
な
著
書

に
『
記
憶
は
ウ
ソ
を
つ
く
』『「
す
み
ま
せ
ん
」

の
国
』
な
ど
が
あ
る
。 

 

問
一 

漢
字
の
「
書
き
」 

漢
字
力
は
、
正
確
な
読
解
に
欠
か
せ
な
い
重

要
な
力
で
あ
る
。
語
彙
の
学
習
は
、
学
校
の
授

業
や
自
学
自
習
を
は
じ
め
、
日
常
生
活
の
あ
ら

ゆ
る
場
面
で
気
に
か
け
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

①
読
み
、
②
書
き
、
③
意
味
理
解
、
④
語
彙
の
用

例
、
⑤
構
成
や
故
事
ま
で
気
に
か
け
、
音
読
や

書
く
練
習
を
す
る
、
辞
書
を
引
く
、
語
彙
を
利

用
し
て
短
文
を
つ
く
っ
て
み
る
な
ど
、
工
夫
す

る
こ
と
が
大
切
だ
。 

ａ 

膨
（
ふ
く-

ら
む
） 

例
）
空
気
で
風
船
が
膨
ら
む
。 

ｂ 

麻
酔
（
ま
す
い
） 

例
）
麻
酔
を
か
け
る
。 

ｃ 

染
料
（
せ
ん
り
ょ
う
） 

例
）
植
物
の
藍
を
染
料
に
す
る
。 

ｄ 

前
提
（
ぜ
ん
て
い
） 

例
）
結
婚
を
前
提
に
交
際
す
る
。 

ｅ 

特
徴
（
と
く
ち
ょ
う
） 

例
）
特
徴
の
あ
る
声
。 

 

ｅ
は
「
特
長
」
と
混
同
し
な
い
よ
う
注
意
し

よ
う
。「
特
徴
」
は
〈
事
の
よ
し
あ
し
に
か
か
わ

ら
ず
他
と
比
べ
て
目
立
つ
点
〉
と
い
う
意
味
だ

が
、「
特
長
」
は
〈
特
に
す
ぐ
れ
て
い
る
点
〉
と

い
う
意
味
で
あ
る
。 

 

問
二 

空
欄
補
充
（
接
続
語
） 

接
続
語
の
理
解
は
、
文
と
文
、
段
落
と
段
落

の
つ
な
が
り
や
文
章
の
構
成
を
確
認
し
な
が
ら

読
解
す
る
「
構
造
的
読
み
」
を
確
立
す
る
上
で

重
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
解
く
こ
と

で
、
論
理
的
文
章
を
書
く
力
も
養
わ
れ
る
。
接

続
語
を
何
と
な
く
あ
て
は
め
て
み
る
と
い
っ
た

感
覚
的
な
解
き
方
で
な
く
、
前
と
後
の
つ
な
が

り
を
し
っ
か
り
と
見
極
め
る
こ
と
が
大
切
だ
。 

空
欄 

 

い 
 

の
前
に
は
「
チ
ン
パ
ン
ジ
ー

の
い
る
部
屋
に
鏡
を
置
い
て
み
た
」
と
い
う
内

容
が
、
後
に
は
、
そ
の
こ
と
に
対
し
て
チ
ン
パ

ン
ジ
ー
が
示
し
た
反
応
が
書
か
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
空
欄
の
前
後
が
《
原
因→

結
果
》
と
い
う

繋
が
り
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
た
め
、
順

接
の
接
続
語
で
あ
る
「
す
る
と
」
を
選
択
し
よ

う
。 空

欄 
 

ろ 
 

の
前
で
は
、「
自
己
像
を
認
知

す
る
こ
と
」
に
つ
い
て
、「
他
者
が
こ
ち
ら
を
見

る
よ
う
に
自
分
自
身
を
見
る
こ
と
」
と
説
明
し
、

後
で
は
「
他
者
の
ま
な
ざ
し
を
取
り
入
れ
る
こ

と
」
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
前
に
述
べ
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た
事
柄
を
言
い
換
え
る
こ
と
を
示
す
接
続
詞

「
つ
ま
り
」
を
選
択
し
よ
う
。 

 

問
三 

空
欄
補
充
（
四
字
熟
語
） 

四
字
熟
語
は
四
字
の
漢
字
で
構
成
さ
れ
る
成

句
で
あ
る
。
表
現
し
た
い
内
容
を
端
的
か
つ
明

瞭
に
示
す
こ
と
が
で
き
、
わ
か
り
易
く
、
豊
か

な
文
章
表
現
に
お
い
て
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。

漢
字
と
同
様
に
熟
語
の
知
識
も
増
や
す
よ
う
努

力
し
よ
う
。 

 

空
欄 

 

は 
 

は
、「
他
人
が
こ
ち
ら
の
こ
と

を
ど
う
思
う
か
が
自
己
だ
」
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
、
具
体
例
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
段
落

に
二
か
所
登
場
す
る
。「
あ
な
た
」
は
学
校
の
先

生
か
ら
は
「
迷
い
な
が
ら
じ
っ
く
り
考
え
る
タ

イ
プ
」、
友
達
か
ら
は
「
お
前
は
決
断
力
が
な
い
」

と
い
う
コ
メ
ン
ト
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
。「
そ
の

よ
う
な
「
あ
な
た
」
が
親
か
ら
言
わ
れ
る
特
徴

が
空
欄 

 

は 
 

だ
。
よ
っ
て
、《
思
い
き
り
が

悪
く
、
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
い
る
こ
と
》
を
意
味
す

る
「
エ 

優
柔
不
断
」
を
選
択
し
よ
う
。 

【
そ
の
他
の
選
択
肢
に
つ
い
て
】 

ア 

用
意
周
到…

万
事
行
き
届
い
て
準
備
に
手 

落
ち
の
な
い
こ
と
。 

イ 

温
厚
篤
実…

穏
や
か
で
優
し
く
、
飾
り
気 

が
な
く
て
誠
実
な
こ
と
。 

ウ 

厚
顔
無
恥…

厚
か
ま
し
く
て
恥
知
ら
ず
な 

よ
う
す
。 

オ 

天
真
爛
漫…

無
邪
気
で
屈
託
の
な
い
こ
と
。 

 

問
四 

本
文
理
解
（
理
由
説
明
） 

 

傍
線
部
①
の
「
そ
の
よ
う
な
反
応
」
と
は
、
本

文
１
行
目
の
「
鏡
の
中
に
映
る
自
分
の
姿
を
他

者
と
見
な
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
反
応
」
を
指

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
反
応
が
「
急
減
」
し
た

と
い
う
こ
と
は
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
が
鏡
に
映
る

自
分
の
姿
を
他
者
と
見
な
さ
な
く
な
っ
た
と
い

う
こ
と
だ
。
で
は
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
ど
の
よ

う
な
理
解
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
本
文

４
行
目
で
は
「
鏡
に
映
る
姿
が
自
分
の
映
し
だ

と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
反

応
」
と
、
１
０
行
目
で
は
「
鏡
像
が
自
分
の
姿

の
映
し
だ
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
」「
チ

ン
パ
ン
ジ
ー
と
も
な
る
と
、
自
分
の
鏡
像
を
理

解
し
、
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
部
分
か
ら
、
空
欄
に
あ

て
は
ま
る
七
字
の
言
葉
を
抜
き
出
そ
う
。 

 

問
五 

本
文
理
解
（
理
由
説
明
） 

こ
の
設
問
に
取
り
組
む
た
め
に
は
、「
隔
離
し

て
育
て
ら
れ
た
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
」
が
自
分
の
鏡

像
を
理
解
で
き
な
い
点
に
つ
い
て
筆
者
が
ど
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
か
、
丁
寧
に
押
さ
え
る

必
要
が
あ
る
。 

傍
線
部
②
の
２
行
後
に
は
「
自
分
の
鏡
像
を

理
解
す
る
た
め
に
は
、
他
者
と
の
視
線
の
や
り

と
り
を
十
分
に
経
験
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
」
、

本
文
２
ペ
ー
ジ
目
の
２
行
目
に
は
「
そ
れ
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
他
者
に
向
け
る
自
分

の
ま
な
ざ
し
と
自
分
に
向
け
ら
れ
る
他
者
の
ま
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な
ざ
し
の
や
り
と
り
を
十
分
に
経
験
し
て
お
く

こ
と
が
前
提
と
な
る
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
チ
ン

パ
ン
ジ
ー
が
自
分
の
鏡
像
を
理
解
す
る
に
は
、

他
の
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
と
の
視
線
の
や
り
と
り
が

必
要
な
の
だ
。
隔
離
さ
れ
て
育
て
ら
れ
た
チ
ン

パ
ン
ジ
ー
は
、
他
の
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
と
の
視
線

の
や
り
と
り
を
あ
ま
り
経
験
し
て
い
な
い
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
自
分
の
鏡
像
を
理
解

で
き
な
か
っ
た
の
だ
。
こ
れ
ら
の
部
分
か
ら
、

空
欄
に
あ
て
は
ま
る
十
一
字
の
言
葉
を
抜
き
出

そ
う
。 

 

問
六 

本
文
理
解
（
表
現
の
意
味
） 

 

こ
の
設
問
に
取
り
組
む
た
め
に
は
、「
他
人
を

鏡
に
す
る
」
と
い
う
比
喩
的
な
表
現
を
解
釈
す

る
力
が
求
め
ら
れ
る
。
傍
線
部
③
の
１
行
前
に

「
他
人
を
鏡
に
し
て
映
し
出
さ
れ
た
姿
が
自
己

で
あ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
鏡
」
と
は
自
分
の

姿
を
映
す
も
の
の
た
と
え
だ
。
私
た
ち
は
「
鏡
」

に
自
分
の
姿
を
映
し
、
そ
の
映
っ
た
像
を
見
て

自
分
の
姿
を
知
る
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
私

た
ち
は
、
他
者
の
目
に
映
っ
た
自
分
を
、
そ
の
他

者
を
通
じ
て
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
理
解

す
る
の
だ
。
言
い
換
え
れ
ば
、
他
者
が
自
分
を
ど

の
よ
う
に
見
て
い
る
の
か
を
知
る
こ
と
で
自
己

を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
文
２
ペ

ー
ジ
の
５
行
目
に
は
「
私
た
ち
は
、
い
ろ
ん
な

人
と
の
や
り
と
り
を
通
し
て
、『
他
の
人
た
ち
か

ら
見
る
と
、
自
分
は
こ
ん
な
ふ
う
に
見
え
る
ん

だ
』
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
な
る
」、
７

行
目
に
は
「
自
分
が
ど
ん
な
性
格
か
と
い
っ
た

内
面
の
自
己
像
も
、『
人
か
ら
ど
の
よ
う
に
見
ら

れ
て
い
る
か
』
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
つ
か
ん

で
い
く
」
と
あ
る
。
以
上
の
内
容
を
満
た
す
ア

を
選
択
し
よ
う
。 

【
そ
の
他
の
選
択
肢
の
検
討
】 

イ 

「
他
者
の
視
線
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
」
が
不
適
当
。
他
者
か
ら
ど
う
見
ら
れ

て
い
る
か
と
い
う
ま
な
ざ
し
（
視
線
）
を
知
る

こ
と
で
自
己
の
内
面
を
つ
か
ん
で
い
く
の
だ
。 

ウ 

「
他
者
が
こ
ち
ら
に
差
し
出
す
意
見
に
従

う
こ
と
に
よ
っ
て
」
が
不
適
当
。「
従
う
」
と
は

述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。 

エ 

「
他
者
の
行
い
の
善
し
悪
し
を
見
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
の
行
い
を
反
省
で
き
る
」

が
不
適
当
。《
人
の
ふ
り
見
て
我
が
ふ
り
直
せ
》

と
い
う
内
容
は
本
文
に
は
無
い
。 

 

問
七 

本
文
理
解
（
全
体
把
握
） 

 

こ
の
設
問
に
取
り
組
む
た
め
に
は
、
筆
者
の

主
張
を
的
確
に
捉
え
、
本
文
全
体
の
内
容
を
理

解
す
る
力
が
求
め
ら
れ
る
。 

 

本
文
は
ま
ず
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
鏡
像
実
験

と
い
う
具
体
例
か
ら
始
ま
る
。
自
分
の
鏡
像
を

理
解
し
、
利
用
す
る
こ
と
も
で
き
る
チ
ン
パ
ン

ジ
ー
と
、
自
分
の
鏡
像
を
理
解
で
き
な
い
隔
離

し
て
育
て
ら
れ
た
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
と
い
う
、
対

照
的
な
両
者
の
姿
か
ら
、
筆
者
は
「
自
分
の
鏡

像
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
他
者
と
の
視
線
の

や
り
と
り
を
十
分
に
経
験
し
て
お
く
必
要
が
あ
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る
」
と
分
析
し
て
い
る
。 

ま
た
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
実
験
か
ら
分
か
る

こ
と
と
し
て
、
私
た
ち
人
間
の
自
己
理
解
に
つ

い
て
も
述
べ
て
い
る
。
私
た
ち
人
間
は
「
人
か

ら
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
る
か
」
を
知
る
こ

と
で
自
己
像
を
つ
か
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、「
他

人
を
鏡
に
し
て
自
己
を
知
る
」
の
だ
。
そ
し
て

読
み
手
に
自
身
の
性
格
に
つ
い
て
考
え
る
よ
う

促
し
、「
か
か
わ
り
の
あ
る
周
囲
の
人
た
ち
か
ら
」

の
「
コ
メ
ン
ト
」
か
ら
自
己
像
が
組
み
立
て
ら

れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
、
自
身
の
考
え
を

示
し
た
。 

以
上
の
内
容
を
踏
ま
え
、
各
選
択
肢
の
内
容

が
本
文
の
ど
こ
に
当
て
は
ま
る
の
か
丁
寧
に
押

さ
え
よ
う
。
す
る
と
、
選
択
肢
ウ
「
筆
者
が
不
安

視
し
て
い
る
よ
う
に
、
人
付
き
合
い
に
は
慎
重

に
な
ろ
う
」
が
誤
り
だ
と
分
か
る
。 

【
そ
の
他
の
選
択
肢
の
検
討
】 

ア 

本
文
２
ペ
ー
ジ
の
５
行
目
「
チ
ン
パ
ン
ジ

ー
の
鏡
像
実
験
は
、
私
た
ち
の
自
己
理
解
に
関

し
て
、
有
益
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
」
と

一
致
。 

イ 

問
五
の
解
説
を
参
照
。 

エ 

問
六
の
解
説
を
参
照
。
他
者
が
自
分
を
ど

の
よ
う
に
見
て
い
る
の
か
を
知
る
こ
と
で
自
己

を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
か
ら
、「
他
人

を
鏡
に
す
る
」
機
会
を
活
か
す
こ
と
で
「
自
分

が
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
状
態
を
回
避
で
き
る

だ
ろ
う
。 

 

問
八 

文
章
比
較 

本
文
理
解 

 

こ
の
設
問
に
取
り
組
む
た
め
に
は
、
複
数
の

文
章
を
比
較
し
、
そ
の
共
通
点
や
相
違
点
を
捉

え
る
論
理
的
な
読
解
力
が
求
め
ら
れ
る
。 

 

本
文
が
自
己
理
解
と
他
者
の
存
在
の
関
係
性

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
に
対
し
、【
文
章
１
】

で
は
そ
の
他
者
の
存
在
が
自
己
の
抑
圧
に
つ
な

が
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。【
文
章
１
】
で
描

か
れ
て
い
る
、
友
人
と
関
わ
る
際
に
空
気
を
読

ん
だ
り
相
手
に
気
を
つ
か
っ
て
い
る
最
近
の
若

者
の
実
態
か
ら
答
え
を
導
こ
う
。 

 
答
え
は
「
Ａ 

自
己
」「
Ｂ 

他
者
」「
Ｃ 

他

者
」
「
Ｄ 

自
己
」
と
な
る
。 

 

問
九 

資
料
比
較 
本
文
理
解 

 

こ
の
設
問
に
取
り
組
む
た
め
に
は
、
グ
ラ
フ

や
表
と
い
っ
た
文
章
以
外
の
対
象
か
ら
正
し
く

情
報
を
読
み
取
る
力
が
求
め
ら
れ
る
。
特
に
、

最
大
値
や
最
小
値
、
割
合
へ
の
着
目
が
必
要
だ
。 

 

【
図
１
】
に
よ
る
と
、
人
と
接
す
る
際
の
態
度

に
つ
い
て
、「
い
つ
も
同
じ
よ
う
な
態
度
で
い
よ

う
と
す
る
方
」
が
「
相
手
や
場
面
に
合
わ
せ
て

態
度
を
変
え
よ
う
と
す
る
方
」
を
八
ポ
イ
ン
ト

上
回
っ
て
い
る
。
地
域
別
に
見
て
も
、
全
地
域

に
お
い
て
「
い
つ
も
同
じ
よ
う
な
態
度
で
い
よ

う
と
す
る
方
」
が
多
い
。
男
女
に
よ
る
差
も
観

ら
れ
な
い
。
年
齢
別
に
見
る
と
、「
い
つ
も
同
じ

よ
う
な
態
度
で
い
よ
う
と
す
る
方
」
の
割
合
が
、

年
代
が
上
が
る
ほ
ど
高
く
な
る
傾
向
が
あ
る
。 

 

一
方
、
年
代
が
低
い
ほ
ど
「
相
手
や
場
面
に
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合
わ
せ
て
態
度
を
変
え
よ
う
と
す
る
方
」
の
割

合
が
高
く
な
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
他

の
項
目
で
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
を
読
み
取
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
特
徴
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
選
択

肢
エ
が
正
解
と
な
る
。 

【
そ
の
他
の
選
択
肢
の
検
討
】 

 

選
択
肢
ア
は
、「
私
も
友
達
も
悩
み
を
言
わ
な

い
」
こ
と
を
「
他
人
を
鏡
に
し
て
映
し
出
さ
れ

た
姿
が
自
己
」
と
解
釈
し
て
い
る
点
が
不
適
当
。 

 

選
択
肢
イ
は
全
体
的
に
不
適
当
。
友
人
か
ら

認
識
さ
れ
て
い
る
性
格
が
悩
み
や
不
安
に
影
響

を
与
え
る
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。 

 

選
択
肢
ウ
は
「
筆
者
が
し
て
い
る
よ
う
に
」

以
下
の
内
容
が
、
本
文
で
は
述
べ
ら
れ
て
い
な

い
も
の
で
あ
る
。 

  

【
二
】 

文
学
的
文
章
（
小
説
） 

〈
出
典
〉 

【
本
文
】
垣
谷
美
雨
『
父
が
運
転
を
や
め
ま
せ

ん
』（
角
川
文
庫
） 

【
資
料
】 

住
友
達
也
『
ザ
ッ
ソ
ー
・
ベ
ン
チ
ャ
ー 

移
動
ス

ー
パ
ー
と
く
し
丸
の
キ
セ
キ
』（
西
日
本
出
版
社
） 

 

作
者
・
著
者
紹
介 

・
垣
谷
美
雨
（
か
き
や 

み
う
）…

小
説
家
。
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
会
社
勤
務
を
経
て
、
二
〇
〇
五
年

「
竜
巻
ガ
ー
ル
」
で
第
二
十
七
回
小
説
推
理
新

人
賞
を
受
賞
し
、
小
説
家
デ
ビ
ュ
ー
。
二
〇
一

八
年
、『
あ
な
た
の
人
生
、
片
づ
け
ま
す
』
で
第

十
二
回
啓
文
堂
大
賞
文
庫
大
賞
を
受
賞
。
同
二

〇
一
八
年
、『
老
後
の
資
金
が
あ
り
ま
せ
ん
』
で

第
四
回
ミ
ヤ
ボ
ン
（
宮
脇
書
店
）
２
０
１
８
受

賞
。 

・
住
友
達
也
（
す
み
と
も 

た
つ
や
）…

株
式
会

社
と
く
し
丸
代
表
取
締
役
。
二
〇
一
二
年
、
移

動
ス
ー
パ
ー
「
株
式
会
社
と
く
し
丸
」
設
立
。 

 

問
一 

漢
字
の
問
題 

基
礎
的
な
漢
字
を
問
う
問
題
。
中
学
校
ま
で

の
既
習
範
囲
の
漢
字
か
ら
出
題
し
て
い
る
。
日

頃
か
ら
意
識
的
に
自
ら
の
手
で
漢
字
を
書
く
練

習
を
し
よ
う
。 

ａ 

雰
囲
気
（
ふ
ん
い
き
） 

例
）
明
る
い
雰
囲
気
の
人
。 

ｂ 

閑
散
（
か
ん
さ
ん
） 例

）
閑
静
な
住
宅
街
。 

ｃ 

刺
激
（
し
げ
き
） 例

）
世
論
を
刺
激
す
る
。 

 

問
二 

語
彙
の
問
題 

内
容
理
解
の
問
題 

 

前
後
の
定
型
的
な
表
現
や
、
文
脈
を
も
と
に

空
欄
を
補
充
す
る
問
題
。
こ
う
し
た
問
題
で
は
、

選
択
肢
を
見
る
前
に
空
欄
の
前
後
を
読
ん
で
吟

味
す
る
。
Ⅰ
は
直
前
に
「
気
分
が
」
と
あ
り
、
前

後
の
文
脈
か
ら
「
ヒ
マ
ワ
リ
号
」
が
成
功
し
そ

う
だ
と
い
う
期
待
が
読
み
取
れ
る
た
め
、「
高
揚
」

が
ふ
さ
わ
し
い
。
Ⅱ
は
「
高
齢
化
」
が
は
っ
き
り

目
に
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
文
脈
で
あ
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り
、「
顕
著
」
が
入
る
。
Ⅲ
は
直
後
に
「
芽
生
え

た
」
と
あ
り
、
雅
志
が
自
分
の
仕
事
を
家
族
に

誇
れ
る
と
感
じ
て
い
る
文
脈
で
あ
り
、
「
自
負
」

が
最
適
。
Ⅳ
は
選
択
肢
の
語
彙
も
難
し
い
が
、

Ⅳ
の
直
後
に
「
振
れ
る
」
と
あ
る
た
め
、「
羅
針

盤
」
し
か
入
ら
な
い
。 

 

問
三 

心
情
を
問
う
問
題 

 

「
な
ぜ
か
」
と
理
由
を
問
う
問
題
だ
が
、
そ
う

し
た
場
合
、
傍
線
部
の
直
前
か
直
後
に
解
答
の

根
拠
が
書
い
て
あ
る
。
こ
こ
で
は
傍
線
部
①
の

直
後
が
解
答
の
根
拠
で
あ
る
。 

 

問
四 

内
容
理
解
の
問
題 

 

こ
の
設
問
も
、
理
由
を
問
う
て
い
る
。
や
は

り
解
答
の
根
拠
は
傍
線
部
②
の
直
後
に
書
い
て

あ
る
。「
賑
や
か
」
に
は
な
っ
た
が
、
今
後
実
家

に
毎
度
人
が
集
ま
っ
て
く
る
こ
と
で
、
父
に
「
煩

わ
し
い
人
間
関
係
」
を
背
負
わ
せ
る
か
も
し
れ

な
い
と
考
え
た
た
め
、
停
車
場
所
を
実
家
の
外

に
す
べ
き
だ
っ
た
か
と
「
ふ
と
後
悔
」
し
て
い

る
の
で
あ
る
。 

 

問
五 

視
点
人
物
以
外
の
心
情
を
問
う
問
題 

 

【
本
文
】
は
「
雅
志
」（
＝
本
文
中
で
は
「
自

分
」）
の
一
人
称
視
点
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の

設
問
は
、
視
点
人
物
で
は
な
い
息
子
「
息
吹
」
の

心
情
を
問
う
問
題
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
で

は
、
本
文
に
明
確
な
根
拠
が
書
い
て
い
な
い
場

合
も
あ
る
が
、
素
直
に
、
一
番
妥
当
だ
と
思
わ

れ
る
選
択
肢
を
選
ぶ
。
傍
線
部
③
の
直
後
に
、

息
吹
は
「
真
剣
な
顔
つ
き
」
だ
と
あ
り
、
ま
た
本

文
か
ら
、
息
吹
は
母
で
あ
る
歩
美
に
は
す
で
に

転
校
の
意
思
を
告
げ
て
お
り
、
明
確
に
反
対
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
父
も
当
然
、

転
校
に
は
反
対
す
る
は
ず
だ
と
思
い
な
が
ら
も
、

自
分
の
意
思
を
は
っ
き
り
伝
え
た
い
と
思
っ
て

い
る
息
吹
の
心
情
が
読
み
取
れ
る
。 

 

問
六 

心
情
を
問
う
問
題 

「
自
分
」
の
心
情
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
④

の
直
後
に
解
答
の
根
拠
と
な
る
「
自
分
」
の
心

情
が
明
確
に
書
い
て
あ
る
た
め
、
素
直
に
読
め

ば
解
け
る
。 

 

問
七 

内
容
理
解
の
問
題 

 

「
息
吹
」
の
発
言
が
空
欄
に
な
っ
て
お
り
、
正

し
い
順
番
に
空
欄
を
補
充
す
る
問
題
。
ど
れ
か

一
つ
で
も
空
欄
に
入
る
台
詞
が
わ
か
れ
ば
、
自

ず
と
正
し
い
選
択
肢
が
わ
か
る
問
い
に
な
っ
て

い
る
。
母
歩
美
も
、
父
雅
志
（「
自
分
」）
も
、「
息

吹
」
の
転
校
に
反
対
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取

れ
て
い
れ
ば
、
ⅰ
か
ら
順
番
に
補
充
で
き
る
だ

ろ
う
。 

 

問
八 

表
現
の
特
徴
を
問
う
問
題 

 

選
択
肢
に
示
さ
れ
た
表
現
の
特
徴
と
、
そ
の

表
現
意
図
の
つ
な
が
り
を
考
え
て
正
答
を
選
ぶ
。

選
択
肢
ア
は
、
本
文
で
は
比
喩
表
現
が
「
多
用
」

さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
イ
は
、
本
文
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は
「
自
分
」
の
一
人
称
視
点
で
書
か
れ
、
出
来
事

に
対
し
て
心
情
が
明
確
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
、

正
し
い
。
ウ
は
、
た
し
か
に
会
話
文
で
方
言
が

多
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
「
息
吹
」
の
心
情

に
関
係
す
る
と
は
読
み
取
れ
な
い
。
エ
は
、「
移

動
ス
ー
パ
ー
」
の
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
の
魅
力
」

は
本
文
か
ら
感
じ
取
れ
は
す
る
が
、
本
文
そ
の

も
の
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
魅
力
を
「
読
者
」

に
「
紹
介
」
す
る
よ
う
な
構
成
で
は
な
い
。
オ

は
、
星
空
の
表
現
は
本
文
に
あ
る
が
、
そ
れ
と

「
息
吹
」
の
将
来
と
の
関
係
は
読
み
取
り
が
た

い
。 

 

問
九 

資
料
比
較
の
問
題 

内
容
理
解
の
問
題 

（
１
）
空
欄
Ⅹ
・
Ｙ
の
直
前
に
、「
そ
れ
は
グ
ロ

ー
バ
ル
で
も
デ
ジ
タ
ル
で
も
な
く
」
と
あ
る
の

で
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
と
「
デ
ジ
タ
ル
」
の
対
義

語
と
な
る
語
が
入
る
。 

（
２
）【
資
料
】
と
本
文
を
比
較
し
、
本
文
の
内

容
を
問
う
。
複
数
資
料
の
読
解
は
時
間
が
か
か

る
の
で
、
時
間
配
分
を
誤
ら
な
い
よ
う
に
注
意

し
よ
う
。
た
だ
、
今
回
の
設
問
は
実
質
的
に
は

本
文
の
内
容
理
解
を
問
う
て
い
る
問
題
と
な
っ

て
い
る
。
選
択
肢
の
ア
は
「
フ
ラ
イ
ビ
ー
ン
ズ
」

が
本
文
に
も
登
場
し
、
正
し
い
。
イ
は
「
ヒ
マ
ワ

リ
号
の
停
車
場
所
を
、
そ
の
時
た
ま
た
ま
人
が

集
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
し
て
い
る
」
と
い
う

部
分
が
本
文
と
相
違
し
て
い
る
。
ウ
、
エ
は
本

文
中
に
該
当
す
る
描
写
が
あ
り
、
正
し
い
。
オ

は
、
本
文
で
も
「
ヒ
マ
ワ
リ
号
」
が
高
齢
者
の

「
見
守
り
」
に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
な
描
写

は
あ
る
が
、
そ
う
し
た
「
見
回
り
活
動
」
に
対
す

る
「『
自
分
』
の
意
気
込
み
」
は
描
か
れ
て
い
な

い
た
め
、
誤
り
。 

   

【
三
】 

古
典 

〈
出
典
〉『
御
伽
草
子
』「
さ
い
き
」（
岩
波
文
庫
） 

 

室
町
時
代
の
短
編
物
語
の
総
称
『
御
伽
草
子
』

に
収
め
ら
れ
た
遁
世

と
ん
せ
い

譚た
ん

。
九
州
の
佐
伯
と
い
う

男
が
在
京
中
に
女
と
結
ば
れ
る
。
こ
の
京
の
女

は
高
貴
な
人
で
、
そ
の
お
か
げ
で
佐
伯
の
訴
訟

も
解
決
す
る
。
佐
伯
は
女
に
必
ず
迎
え
に
行
く

と
約
束
し
て
帰
郷
す
る
。
し
か
し
、
佐
伯
は
女

と
の
約
束
を
忘
れ
て
し
ま
う
。
三
年
後
、
京
の

女
は
佐
伯
に
手
紙
を
書
く
。
そ
れ
を
読
ん
だ
佐

伯
の
本
妻
は
、
そ
の
文
面
に
感
銘
を
受
け
、
妻

の
座
を
譲
ろ
う
と
女
を
豊
後
に
招
く
。
豊
後
に

到
着
後
、
本
妻
の
出
家
を
知
っ
た
女
も
、
続
け

て
出
家
す
る
。
二
人
の
女
を
失
っ
た
佐
伯
も
出

家
し
、
最
後
は
三
人
が
阿
弥
陀
三
尊
と
な
る
、

と
い
う
展
開
。 

 

問
一 

歴
史
的
仮
名
遣
い
の
問
題 

歴
史
的
仮
名
遣
い
の
読
み
は
、
音
読
を
し
な

が
ら
力
を
つ
け
よ
う
。
語
中
・
語
末
の
「
は
・

ひ
・
ふ
・
へ
・
ほ
」
は
「
ワ
・
イ
・
ウ
・
エ
・
オ
」

と
発
音
す
る
こ
と
や
、
母
音
（
ａ
・
ｉ
・
ｕ
・

ｅ
・
ｏ
）
が
連
続
す
る
と
き
は
長
音
に
な
る
こ
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と
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
の
み
に
あ
る
ワ
行
「
ゐ
・

ゑ
」
な
ど
に
意
識
を
向
け
音
読
し
、
現
代
仮
名

遣
い
で
表
記
す
る
練
習
を
し
よ
う
。 

① 

い
へ
ど
も→
い
え
ど
も 

② 

か
ひ
な
し→

か
い
な
し 

⑤ 

か
や
う→

か
よ
う 

 

⑤
「
ｋ
ａ
ｙ
ａ
ｕ
」
の
よ
う
に
、「
ａ
ｕ
」
と

母
音
が
連
続
す
る
と
「
オ
ー
」
と
い
う
長
音
に

な
る
。 

 

問
二 

内
容
理
解 

 

こ
の
設
問
に
取
り
組
む
た
め
に
は
、
現
代
語

訳
や
語
注
を
活
用
し
、
佐
伯
の
状
況
を
理
解
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
豊
後
の
国
に
住
ん
で

い
る
佐
伯
は
、
訴
訟
の
た
め
京
都
に
来
て
い
た
。

し
か
し
、
そ
の
訴
訟
が
は
か
ど
ら
な
い
た
め
、

清
水
寺
を
訪
れ
、
傍
線
部
③
の
よ
う
に
考
え
る
。

「
御
夢
想
」
と
は
、
選
択
肢
ア
～
エ
す
べ
て
に

書
か
れ
て
い
る
と
お
り
、
こ
こ
で
は
「
仏
様
の

夢
の
お
告
げ
」
と
い
う
意
味
だ
。
な
か
な
か
進

展
し
な
い
現
状
に
、
祈
り
を
捧
げ
て
「
御
夢
想
」

を
得
よ
う
と
「
思
ひ
立
」
っ
た
佐
伯
の
心
情
が

反
映
さ
れ
て
い
る
イ
を
選
択
し
よ
う
。 

【
そ
の
他
の
選
択
肢
の
検
討
】 

ア
：「
仏
様
の
夢
の
お
告
げ
を
頂
け
る
か
は
と
も

か
く
」
が
不
適
当
。
佐
伯
は
「
御
夢
想
」
を
得
る

た
め
に
清
水
寺
に
七
日
間
こ
も
っ
て
祈
念
し
よ

う
と
「
思
ひ
立
」
つ
の
だ
。 

ウ
：「
仏
様
の
夢
の
お
告
げ
を
頂
い
た
の
で
」
が

不
適
当
。
傍
線
部
の
時
点
で
は
お
告
げ
が
あ
っ

た
か
ど
う
か
不
明
瞭
。
ま
た
、
直
後
の
「
さ
し
た

る
御
夢
想
も
な
か
り
け
り
」
と
い
う
内
容
と
も

矛
盾
し
て
い
る
。 

エ
：「
故
郷
を
離
れ
よ
う
」
が
不
適
当
。
傍
線
部

の
時
点
で
、
佐
伯
は
故
郷
の
豊
前
を
離
れ
、
京

都
ま
で
来
て
い
る
。 

 

問
三 

文
法
（
活
用
形
） 

 

こ
の
設
問
に
取
り
組
む
た
め
に
は
、
活
用
形

に
関
す
る
知
識
が
求
め
ら
れ
る
。
活
用
形
と
は
、

動
詞
な
ど
の
活
用
語
が
、
他
の
語
に
続
い
た
り

言
い
切
っ
た
り
す
る
時
に
変
化
す
る
語
の
形
の

こ
と
だ
。
活
用
形
は
六
種
類
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

下
に
続
く
主
な
語
が
存
在
し
て
い
る
。
現
代
語

文
法
の
知
識
を
応
用
さ
せ
る
こ
と
で
答
え
は
導

き
出
せ
る
だ
ろ
う
。 

 

傍
線
部
④
「
申
す
」
に
つ
い
て
文
法
的
に
説

明
す
る
と
、
④
の
「
申
す
」
は
下
に
「
童
」
と

〔 

名
詞 

〕
、
す
な
わ
ち
体
言
が
続
い
て
い
る
。

よ
っ
て
活
用
形
は
〔 

連
体
形 

〕
と
な
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
空
欄
Ⅰ
に
は
「
名
詞
」、
Ⅱ
に

は
「
連
体
形
」
が
当
て
は
ま
る
。 

 

問
四 

文
法
（
助
詞
） 

 

こ
の
設
問
に
取
り
組
む
た
め
に
は
、
助
詞
「
の
」

に
関
す
る
知
識
が
求
め
ら
れ
る
。
傍
線
部
⑥
の

「
の
」
は
、
主
語
を
示
す
働
き
を
し
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
ウ
（
心
が
耐
え
ら
れ
て
な
く
て
）
を
選

択
し
よ
う
。 
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問
五 

内
容
理
解
（
主
語
判
定
） 

 

こ
の
設
問
に
取
り
組
む
た
め
に
は
、
動
詞
や

登
場
人
物
同
士
の
関
係
な
ど
か
ら
主
語
を
定

め
る
力
が
求
め
ら
れ
る
。 

 

傍
線
部
⑦
の
直
前
に
「
御
こ
も
り
候
か
」
と

い
う
発
言
が
あ
る
。
そ
れ
を
「
聞
か
ぬ
顔
」、
つ

ま
り
《
聞
い
て
い
な
い
（
よ
う
な
）
顔
》
を
し
て

い
る
の
は
誰
か
。
直
前
の
発
言
主
を
定
め
る
こ

と
で
問
五
の
答
え
も
導
き
出
せ
る
。 

 

佐
伯
は
深
く
お
祈
り
申
し
上
げ
る
が
、「
さ
し

た
る
御
夢
想
も
な
か
」
っ
た
。
こ
の
清
水
寺
に

こ
も
っ
て
い
た
時
、
佐
伯
は
「
み
め
か
た
ち
世

に
す
ぐ
れ
た
る
」
女
、
つ
ま
り
《
美
女
》
と
出
会

う
。
問
四
の
解
説
に
あ
る
よ
う
に
恋
心
が
耐
え

ら
れ
な
く
な
っ
た
佐
伯
は
、
女
に
「
こ
と
ば
を

か
け
ん
と
思
」
い
立
ち
、「
御
こ
も
り
候
か
」
と

声
を
掛
け
た
の
だ
。
よ
っ
て
、
傍
線
部
⑦
は
佐

伯
の
言
葉
に
対
す
る
女
の
反
応
で
あ
る
。
設
問

の
指
示
に
従
い
、「
女
房
」
と
漢
字
二
字
で
解
答

し
よ
う
。 

 

問
六 

内
容
理
解
（
人
物
の
心
情
） 

 

こ
の
設
問
に
取
り
組
む
た
め
に
は
、
傍
線
部

⑧
の
直
前
に
あ
る
「
も
し
主
ば
し
あ
た
り
に
有

る
や
ら
ん
」
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い

る
の
か
捉
え
る
力
が
求
め
ら
れ
る
。 

 

問
五
の
解
説
で
述
べ
た
と
お
り
、
佐
伯
は
女

に
声
を
掛
け
る
が
、
無
視
さ
れ
る
。
こ
の
女
の

反
応
の
理
由
に
つ
い
て
推
察
し
て
い
る
の
が

「
も
し
主
ば
し
あ
た
り
に
有
る
や
ら
ん
」
だ
。

佐
伯
は
《
も
し
か
し
た
ら
「
主
」
が
周
辺
に
い
る

の
だ
ろ
う
か
》
と
考
え
、
傍
線
部
⑧
の
よ
う
な

「
し
づ
心
も
な
」
い
、
動
揺
し
た
状
態
に
な
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
の
「
主
」
と
は
、

主
従
関
係
で
は
な
く
、
配
偶
者
を
指
す
。
女
に

声
を
掛
け
た
男
が
動
揺
す
る
状
況
と
し
て
は
、

女
が
仕
え
る
主
人
で
は
な
く
、
夫
が
近
く
に
い

る
方
が
適
当
だ
ろ
う
。
以
上
の
内
容
を
満
た
す

ウ
を
選
択
し
よ
う
。 

【
そ
の
他
の
選
択
肢
の
検
討
】 

ア
・
イ 

傍
線
部
⑧
を
「
女
性
の
状
態
」
と
捉
え

て
い
る
た
め
不
適
当
。
問
五
と
同
様
、
主
語
を

押
さ
え
て
い
る
か
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。 

エ 

佐
伯
の
心
情
を
「
美
し
い
女
性
に
声
を
掛

け
ら
れ
た
ら
ど
の
よ
う
に
返
事
し
よ
う
か
」
と

解
釈
し
て
い
る
た
め
不
適
当
。
傍
線
部
⑧
よ
り

前
の
段
階
で
、
佐
伯
が
女
に
「
御
こ
も
り
候
か
」

と
声
を
掛
け
て
い
る
点
か
ら
も
、
本
文
の
内
容

と
合
わ
な
い
こ
と
が
導
け
る
。 

 

《
本
文
の
現
代
語
訳
》 

豊
前
国
の
う
だ
の
佐
伯
と
申
す
人
が
、
一
族

に
領
地
を
盗
ま
れ
、
京
都
へ
上
っ
て
訴
え
た
の

だ
が
、
い
っ
こ
う
に
は
か
ど
ら
ず
、
年
月
を
送

っ
て
い
て
も
何
の
進
展
も
な
い
。
こ
れ
で
は
ど

う
し
よ
う
も
な
い
と
思
い
、
清
水
寺
に
参
詣
し

て
、
七
日
間
籠
っ
て
、
夢
の
お
告
げ
を
い
た
だ

き
、
そ
れ
に
任
せ
て
ど
の
よ
う
に
で
も
な
ろ
う

と
思
い
立
ち
、
た
け
ま
つ
と
申
す
童
を
一
人
連

れ
て
参
り
、
深
く
お
祈
り
申
し
上
げ
る
が
、
結
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局
こ
れ
と
い
う
夢
の
お
告
げ
も
な
か
っ
た
。（
そ

の
参
籠
中
）
ま
わ
り
を
じ
っ
と
見
て
い
る
と
、

年
の
こ
ろ
二
十
歳
く
ら
い
の
女
人
で
、
そ
の
顔

か
た
ち
は
世
に
す
ぐ
れ
て
い
る
人
が
、
す
べ
て

水
晶
で
で
き
た
数
珠
を
指
先
で
動
か
し
、
念
仏

も
半
ば
と
見
受
け
ら
れ
る
様
子
で
あ
る
の
を
、

佐
伯
は
、
心
の
中
で
、
同
じ
人
の
世
に
生
き
る

な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
ひ
と
と
一
夜
で
も
枕
を

並
べ
る
こ
と
も
で
き
な
い
も
の
か
と
、
あ
ま
り

に
（
恋
）
心
が
（
募
り
）
耐
え
ら
れ
な
く
て
、
言

葉
を
か
け
よ
う
と
思
い
、
近
寄
っ
て
、「
ご
参
籠

で
す
か
」
と
申
し
た
の
だ
が
、（
女
人
は
）
聞
こ

え
な
い
よ
う
な
顔
つ
き
で
い
ま
し
た
の
で
、
ひ

ょ
っ
と
し
て
夫
で
も
そ
ば
に
い
る
の
だ
ろ
う
か

と
、
落
ち
着
い
た
心
持
ち
で
は
い
ら
れ
な
か
っ

た
。 

  


