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注意事項 
  

 １．試験開始の合図があるまで、この冊子の中を見てはいけません。 

 

 ２．机の上には、鉛筆・消しゴム・受験票・座席券・時計以外のものを置いてはい

けません。受験生どうしの貸し借りもできません。また、机の中には、自分のマ

ークシート冊子以外、何も入れてはいけません。 

 

 ３．携帯電話は、必ず電源を切って、かばんの中に入れておいてください。 

 

 ４．問題冊子の印刷が見えづらかったり、ページが不足したりしている場合、また、

鉛筆を落としたり、体の調子が悪くなったりした時は、だまって手をあげてくだ

さい。 

 

 ５．問題冊子の余白などは、自由に利用してかまいませんが、どのページも切りは

なしてはいけません。 

 

 ６．問題は２６ページまであります。 

 

７．問題冊子は持ち帰ってください。 
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第
一
問 

次
の
Ａ
～
Ｅ
の
各
文
に
つ
い
て
、
傍ぼ

う

線せ
ん

部ぶ

の
カ
タ
カ
ナ
と
同
じ
漢
字
を
用
い
る
も
の
を
、そ
れ
ぞ
れ
の
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、

そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 

Ａ 

部
長
が
昇
進
し
、
取
締
役
に
シ
ュ
ウ
ニ
ン
し
た
。 

１
．
企き

業
ぎ
ょ
う

の
シ
ュ
ウ
エ
キ
を
向
上
さ
せ
る
。 

２
．
客
席
の
カ
ン
シ
ュ
ウ
が
一
斉
に
拍
手
を
し
た
。 

３
．
全
社
員
が
本
社
へ
と
サ
ン
シ
ュ
ウ
す
る
。 

４
．
元
日
本
代
表
選
手
の
キ
ョ
シ
ュ
ウ
が
注
目
さ
れ
る
。 

 

Ｂ 

「
ご
意
見
に
つ
き
ま
し
て
は
、
ゼ
ン
シ
ョ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。」 

１
．
衝
突
事
故
の
ス
ン
ゼ
ン
で
か
ら
く
も
脱
出
し
た
。 

２
．
不
測
の
事
態
に
備
え
て
ジ
ゼ
ン
の
策
を
考
え
る
。 

３
．
「
ダ
ン
ゼ
ン
彼
が
適
任
者
だ
。」 

４
．
壊
れ
た
建
物
を
シ
ュ
ウ
ゼ
ン
す
る
。 

 

Ｃ 

他
人
の
胸
の
内
を
ス
イ
リ
ョ
ウ
す
る
。 

 

１
．
自
国
の
リ
ョ
ウ
ド
が
お
び
や
か
さ
れ
る
。 

 

２
．
リ
ョ
ウ
シ
に
害
獣
の
駆く

除じ
ょ

を
依
頼
す
る
。 

３
．
指
導
者
と
し
て
の
キ
リ
ョ
ウ
が
あ
る
。 

 

４
．
結
論
を
出
す
に
は
ザ
イ
リ
ョ
ウ
が
必
要
だ
。 
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Ｄ 

フ
ク
ザ
ツ
多た

岐き

に
わ
た
る
難
し
い
問
題
だ
。 

 
１
．
フ
ク
シ
ョ
ウ
と
し
て
、
十
万
円
を
も
ら
っ
た
。 

 

２
．
結
婚
し
て
コ
ウ
フ
ク
な
家
庭
を
築
く
。 

 

３
．
こ
の
薬
を
一
日
三
回
フ
ク
ヨ
ウ
し
て
い
る
。 

４
．
ト
ン
ボ
の
目
は
フ
ク
ガ
ン
だ
。 

 

Ｅ 

読
み
終
え
た
小
説
の
内
容
を
カ
ン
ケ
ツ
に
説
明
し
た
。 

１
．
大
統
領
か
ら
感
謝
を
あ
ら
わ
す
シ
ョ
カ
ン
が
送
ら
れ
て
き
た
。 

 

２
．
そ
れ
は
カ
ン
カ
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
だ
。 

 

３
．
昨
日
は
一
日
中
カ
ン
ダ
ン
な
く
雨
が
降
り
続
い
て
い
た
。 

 

４
．
マ
ラ
ソ
ン
コ
ー
ス
を
カ
ン
ソ
ウ
す
る
。 
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第
二
問 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
設
問
に
答
え
な
さ
い
。 

 
今
回
の
「
新
型
コ
ロ
ナ
・
ウ
イ
ル
ス
肺
炎
」
の
蔓ま

ん

延え
ん

は
、
二
つ
の
意
味
で
「
歴
史
的
」
な
事
件
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
ま
ず
は
も
ち
ろ
ん
、

こ
れ
が
現
代
史
を
分
か
つ
画
期
的
な
惨さ

ん

事じ

と
し
て
、
未
来
の
文
明
に
深
い
影
響
を
残
す
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
以
上
に
大
き
い
意
味
は
、

①

こ
の
悲
劇
が
近
代
人
の
秘
め
ら
れ
た
傲ご

う

慢ま
ん

に
冷
や
水
を
浴
び
せ
、
人
類
の
過
去
の
文
明
、
都
市
文
明
発は

っ

祥
し
ょ
う

以
来
の
歴
史
へ
の
復
帰
を
促

う
な
が

す
と
考

え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。 

近
代
と
呼
ば
れ
る
時
代
に
は
い
く
つ
か
の
段
階
が
あ
る
が
、
そ
の
段
階
を
自
覚
す
る
ご
と
に
人
類
は
傲
慢
に
な
っ
て
き
た
。
工
業
が
誕
生
し
て
富

が
天
候
に
左
右
さ
れ
な
く
な
る
に
つ
れ
て
、
幼
児
死
亡
率
が
減
っ
て
平
均
寿じ

ゅ

命
み
ょ
う

が
延
び
る
に
つ
れ
て
、
人
類
は
過
去
と
は
異
質
の
時
代
に
は
い
っ

た
と
錯さ

っ

覚か
く

し
て
き
た
。
近
代
化
へ
の
「
離
陸
（
テ
イ
ク
・
オ
フ
）」
が
世
間
の
標
語
と
な
り
、
人
は
幸
不
幸
の
両
面
を
含ふ

く

め
て
古
い
昔
と
は
別
世
界

に
は
い
っ
た
と
妄
信
し
た
。 

だ
が
悪あ

く

疫え
き

の
流
行
と
い
う
目
前
の
惨
事
は
、
あ
ま
り
に
も
あ
け
す
け
に
こ
の
傲
慢
を
あ
ざ
笑
っ
た
。
感
染
と
い
う
言
葉
こ
そ
新
し
い
が
、
病
気
が

移
り
、
は
や
る
と
い
う
現
象
に
は
千
年
前
と
何
の
違
い
が
あ
る
の
か
。
目
に
見
え
ぬ
恐
怖
に
脅お

び

え
る
と
い
う
実
感
の
う
え
で
、
現
状
は
西
洋
中
世
の

ペ
ス
ト
や
日
本
の
瘧

お
こ
り

（
主
に
マ
ラ
リ
ア
を
原
因
と
す
る
熱
病
）
と
ど
こ
が
異
な
る
の
か
。
近
代
は
世
界
の
空
間
を
広
げ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
達
成

し
た
と
思
っ
て
い
た
が
、
今
回
の
ウ
イ
ル
ス
は
そ
の
全
体
を
覆お

お

っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
逃
げ
場
が
な
い
と
い
う
意
味
で
は
前
近
代
の
村
落
と
同
じ
で

は
な
い
か
。 

 

さ
ら
に
考
え
る
と
、
②

現
代
人
の
不
安
と
恐
怖
は
中
世
人
の
怯お

び

え
よ
り
も
過か

酷こ
く

だ
と
い
え
る
。
中
世
に
お
い
て
は
ま
ず
死
が
日
常
の
な
か
に
あ
っ

て
、
人
々
が
そ
れ
に
耐た

え
る
感
性
を
備
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
戦
争
が
日
々
に
街
な
か
で
闘

た
た
か

わ
れ
、
斬ざ

ん

首し
ゅ

や
※
１

獄ご
く

門も
ん

と
い
う
刑
も
大
衆
の
面
前

で
執し

っ

行こ
う

さ
れ
た
。
も
と
よ
り
餓が

死し

者し
ゃ

や
病
死
者
の
数
も
多
く
、
街
頭
で
行
き
倒だ

お

れ
を
見
る
機
会
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
人
々
は
家
族
の
死
を
家
庭
の

な
か
で
看
取
り
、
※
２

湯ゆ

灌か
ん

か
ら
納の

う

棺か
ん

、
土ど

葬そ
う

ま
で
み
ず
か
ら
の
手
で
お
こ
な
っ
て
い
た
。 
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こ
れ
に
応
じ
て
民
衆
の
心
の
備
え
も
手
厚
く
、
信
仰
心
も
強
け
れ
ば
世
界
観
と
し
て
の
③

無
常
感
も
身
に
つ
け
て
い
た
。
と
り
わ
け
日
本
人
の
無

常
感
は
独
特
の
感
性
で
あ
っ
て
、
特
定
の
宗
教
宗
派
を
超
え
て
こ
の
世
と
我
が
身
の
儚

は
か
な

さ
を
見
明
き
ら
め
、
そ
の
こ
と
を
お
び
た
だ
し
い
歌
に
詠よ

ん

で
、

諺
こ
と
わ
ざ

に
も
記
し
て
み
ず
か
ら
に
言
い
聴き

か
せ
て
き
た
の
だ
っ
た
。 

 

一
方
、
現
代
人
は
長
ら
く
死
か
ら
逃と

う

避ひ

し
、
死
か
ら
目
を
そ
む
け
る
習
慣
を
養
っ
て
き
た
。
死
体
の
処
理
は
専
門
家
の
手
に
委
ね
、
葬そ

う

儀ぎ

で
さ
え

し
だ
い
に
簡
略
化
す
る
方
向
を
選
ん
で
き
た
。
と
く
に
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
人
は
戦
死
者
を
見
聞
す
る
機
会
も
な
く
、
長

ち
ょ
う

寿じ
ゅ

社
会
を
謳お

う

歌か

す

る
な
か
で
死
を
直
視
す
る
強

き
ょ
う

靭じ
ん

さ
を
失
っ
て
き
た
。
昨
今
の
報
道
で
新
型
コ
ロ
ナ
肺
炎
に
よ
る
国
内
外
の
死
者
の
数
を
知
り
、
死
が
他
人
事
で
は

な
い
こ
と
を
感
じ
る
恐
怖
は
格
別
に
深
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。 

 

ち
な
み
に
近
代
に
も
世
界
的
感
染
拡
大
（
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
）
の
記
録
は
あ
っ
て
、
そ
れ
が
あ
ま
り
記き

憶お
く

さ
れ
て
い
な
い
の
が
不
思
議
と
さ
れ
て
い

る
。
ほ
か
な
ら
ぬ
俗ぞ

く

称
し
ょ
う

「
ス
ペ
イ
ン
風か

邪ぜ

」
で
あ
っ
て
、
一
九
一
八
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
世
界
で
は
二
五
〇
〇
万
人
、
日
本
で
も
三
九
万
人
の

死
者
を
出
し
た
大だ

い

惨さ
ん

劇げ
き

で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
容
易
に
忘
れ
ら
れ
た
の
は
不ふ

審し
ん

だ
と
い
う
声
も
あ
る
が
、
※
３

管
見
に
よ
れ
ば
理
由
は
単
純
で
あ
っ
て
、

事
件
が
ま
さ
に
第
一
次
世
界
大
戦
の
終
末
期
に
起
こ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
人
心
が
人
間
の
死
に
慣
れ
、
し
か
も
平
和
の
喜
び
と
い
う
別
の
興
奮
に
沸わ

い
て
い
た
の
が
特と

く

殊し
ゅ

事
情
で
あ
っ
た
。 

 

さ
ら
に
二
〇
年
を
挟は

さ

ん
で
二
〇
世
紀
に
は
第
二
次
世
界
大
戦
も
起
こ
り
、
そ
の
陰
で
④

「
ス
ペ
イ
ン
風
邪
」
は
歴
史
的
記
念
碑
と
な
る
機
会
を
失

っ
た
。
そ
の
点
、
今
日
の
新
型
コ
ロ
ナ
肺
炎
は
や
は
り
独
特
で
あ
っ
て
、
冒ぼ

う

頭と
う

に
述
べ
た
歴
史
の
転
換
点
を
刻
印
す
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
第

一
に
、
「
※
４

相
互
確
証
破
壊
（
Ｍ
Ａ
Ｄ
）」
の
深
化
と
そ
れ
を
指
導
者
が
自
覚
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
三
次
世
界
大
戦
の
恐
れ
は
小
さ
く
な
っ
た
。

第
二
に
、
問
題
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
近
代
化
の
最
先
進
国
、
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
そ
れ
に
日
本
を
深
く
剔え

ぐ

っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。 

数
々
の
自
然
災
害
と
比
べ
て
も
、
感
染
症
の
人
に
与
え
る
恐
怖
と
不
安
は
独
特
の
も
の
で
あ
っ
て
、
深
刻
さ
は
桁け

た

は
ず
れ
に
大
き
い
。 

  

X 
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し
か
し
と
く
に
近
代
人
に
と
っ
て
こ
の
災
害
が
耐
え
が
た
い
の
は
、
そ
れ
に
対
抗
し
て
「【 

ａ 

】」
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
日
本
政
府
の
「
緊
急
事
態
宣
言
」
を
受
け
て
、
国
民
が
要よ

う

請せ
い

さ
れ
て
い
る
の
は
外
出
し
な
い
こ
と
で
あ
り
、
出
勤
し
な
い
こ
と
で
あ
り
、
営

業
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
何
か
を
「【 

ｂ 

】」
こ
と
で
あ
っ
て
、
何
か
を
「
【 

ｃ 

】」
こ
と
の
正
反
対
の
要
請
で
あ
る
。 

欧お
う

米べ
い

を
含
め
、
諸
外
国
政
府
の
措そ

置ち

は
も
っ
と
強
硬
で
あ
っ
て
、
法
的
手
段
に
も
と
づ
く
都
市
封ふ

う

鎖さ

を
お
こ
な
い
、
不
要
不
急
の
外
出
者
に
罰ば

っ

金き
ん

を
科
す
と
い
う
荒あ

ら

業わ
ざ

を
見
せ
て
い
る
。
日
本
の
政
策
は
は
る
か
に
良
識
的
だ
が
、
皮
肉
を
い
え
ば
、
そ
の
分
だ
け
、
国
民
は
自
分
の
意
志
で
何
か
を

「【 

ｄ 

】」
と
い
う
決
断
を
強
い
ら
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
し
か
し
こ
の
選
択
は
誰
が
考
え
て
も
避さ

け
難
い
も
の
で
あ
っ
て
、
い
ま
国
民
に
で

き
る
こ
と
は
何
一
つ
な
い
。 

 

目
下
、
働
い
て
い
る
の
は
医
師
、
看
護
師
、
検
査
技
師
と
い
っ
た
医い

療
り
ょ
う

従
事
者
で
あ
り
、
こ
の
専
門
家
の
壮そ

う

烈れ
つ

な
奮ふ

ん

闘と
う

ぶ
り
は
日
々
に
報
道
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
に
い
わ
ゆ
る
「
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
ワ
ー
カ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
、
輸
送
や
物
流
の
最
前
線
を
支
え
て
い
る
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
る
。
一
般
の
国
民
は
彼
ら
の
奮
励
と
自
己
犠ぎ

牲せ
い

を
目
の
当
た
り
に
す
る
に
つ
け
、
ま
す
ま
す
自
分
が
何
も
し
て
い
な
い
現
実
を
思
い
知
ら

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

 

振
り
返
れ
ば
近
代
的
な
人
間
に
と
っ
て
、
何
も
し
な
い
こ
と
が
美
徳
で
あ
っ
た
経
験
は
一
度
も
な
い
。
※
５

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
説
く
資
本

主
義
の
徳
目
の
筆
頭
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
時
間
を
惜
し
ん
で
働
き
続
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
日
本
人
は
近
代
以
前
か
ら
勤
勉
で
あ
り
、

宗
教
的
な
「
※
６

安
息
日
」
の
観
念
を
持
た
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
休
む
こ
と
が
奨

し
ょ
う

励れ
い

に
価
い
す
る
な
ど
と
は
夢
に
も
思
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。

「
緊
急
事
態
宣
言
」
発
令
後
の
国
民
の
動
向
を
見
て
も
面
白
い
が
、
明
ら
か
に
週
日
の
通
勤
日
の
外
出
者
の
数
が
多
く
、
週
末
の
行
楽
外
出
の
数
を

上
回
っ
て
い
る
の
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。 

 

⑤

こ
の
点
で
も
う
一
つ
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
近
年
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
普
及
で
あ
っ
て
、
緊
急
時
に
は
奉ほ

う

仕し

の
た
め
に
身
を
挺て

い

「
す

る
」
と
い
う
常
識
が
広
ま
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
活
動
は
ほ
ぼ
「
※
７

阪
神
淡あ

わ

路じ

大
震
災
」
の
こ
ろ
に
盛
り
上
が
っ
て
定
着
し
、
日
本
人
の
社

会
意
識
の
大
き
な
転
換
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
、
日
本
人
の
社
会
奉
仕
は
血
縁
・
地
縁
の
範は

ん

囲い

に
限
ら
れ
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て
い
て
、
民
衆
が
善
意
を
発
揮
す
る
相
手
は
義
理
と
人
情
の
及
ぶ
顔
見
知
り
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
「
阪
神
淡
路
大
震
災
」
で
は
全
国
か
ら
延
べ

百
数
十
万
の
有
志
が
結
集
し
て
、
昨
日
ま
で
何
の
縁
も
ゆ
か
り
も
な
か
っ
た
被
災
者
を
救
済
し
た
。 

 

こ
れ
は
日
本
人
に
と
っ
て
倫り

ん

理り

感
覚
の
大
転
換
で
あ
り
、
新
し
い
公
徳
心
の
目
覚
め
だ
と
私
は
考
え
る
の
だ
が
、
東
日
本
大
震
災
、
熊
本
地
震
な

ど
長
ら
く
続
い
た
※
８

醇
じ
ゅ
ん

風ぷ
う

も
今
回
は
禁
じ
ら
れ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
今
は
血
縁
・
地
縁
者
に
犠
牲
が
出
て
も
、
助
け
に
行
か
「
な
い
」
こ
と
が
美

徳
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
緊
急
事
態
宣
言
」
か
ら
二
週
間
、
テ
レ
ビ
に
取
材
さ
れ
る
日
本
人
の
表
情
は
穏お

だ

や
か
で
、
た
だ
「
ス
ト
レ
ス
が
溜た

ま

る
」
、
「
い
ら
い
ら
が
募つ

の

る
」
と
呟

つ
ぶ
や

く
ば
か
り
だ
が
、
こ
う
し
て
察
す
る
と
国
民
の
耐
え
て
い
る
心
情
の
奥
行
き
は
か
な
り
深
い
と
い
え
る
。 

※
９

つ
け
た
り
だ
が
、
耐
え
忍
ぶ
国
民
の
た
め
に
一
言
だ
け
加
え
れ
ば
、
な
ぜ
か
政
府
も
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
も
こ
の
数
ヶ
月
、「
コ
ロ
ナ
と
の
闘

た
た
か

い
」

を
口
に
し
な
が
ら
、
闘
い
の
攻
め
の
部
分
の
情
報
を
十
分
に
伝
え
て
い
な
い
の
は
奇
妙
で
あ
る
。
医
療
現
場
の
苦
闘
の
模
様
は
周
知
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
あ
た
か
も
負
け
戦
の
よ
う
な
あ
り
さ
ま
に
重
点
が
置
か
れ
、
人
材
や
器
具
機
材
の
不
足
ば
か
り
が
訴

う
っ
た

え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
闘
い
の
勝
ち

戦
へ
の
側
面
、
す
な
わ
ち
治
療
法
と
特
効
薬
の
発
見
、
と
り
わ
け
ワ
ク
チ
ン
の
開
発
状
況
に
つ
い
て
は
情
報
不
足
が
著
し
い
の
で
あ
る
。 

 

管
見
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
「
日
経
サ
イ
エ
ン
ス
」
誌
の
二
〇
二
〇
年
五
月
号
が
た
だ
一
つ
、
勝
ち
戦
の
朗
報
と
呼
べ
る
記
事
を
載
せ
て
い
て
、
新

感
染
症
が
国
際
的
に
認
知
さ
れ
て
一
ヵ
月
の
内
に
、
早
く
も
医
学
者
は
ウ
イ
ル
ス
の
蛋た

ん

白ぱ
く

質し
つ

の
立
体
構
造
、
遺
伝
子
の
塩
基
配
列
を
発
見
し
、
ワ
ク

チ
ン
製
造
の
端
緒
に
漕こ

ぎ
着
け
た
と
報
じ
て
い
る
。
ひ
た
す
ら
隠
忍
の
今
の
日
本
人
の
糧か

て

と
な
る
の
は
こ
う
い
う
情
報
で
あ
っ
て
、
最
低
一
、
二
年

は
か
か
る
と
い
わ
れ
る
ワ
ク
チ
ン
完
成
に
つ
い
て
も
、
刻
々
に
ど
の
段
階
ま
で
き
た
の
か
、
期
間
の
短
縮
に
は
ど
ん
な
支し

援え
ん

が
必
要
で
何
が
な
さ
れ

て
い
る
か
を
報し

ら

せ
る
こ
と
だ
ろ
う
。 

取
材
さ
れ
る
国
民
の
表
情
は
穏
や
か
だ
と
書
い
た
が
、
間
違
い
な
く
、「
緊
急
事
態
宣
言
」
後
の
日
本
人
の
行
動
ぶ
り
は
国
際
的
に
見
て
も
良
識

に
満
ち
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
や
イ
ン
ド
で
外
出
自じ

粛
し
ゅ
く

へ
の
反
発
が
強
ま
り
、
デ
モ
や
暴
動
が
起
こ
っ
た
り
し
て
い
る
の
を
見
る
に
つ
け
て
、
繁は

ん

華か

街が
い

も
観
光
地
も
閑か

ん

散さ
ん

と
さ
せ
、
学
習
塾

じ
ゅ
く

や
老
人
介
護
施
設
の
一
部
自
主
休
業
に
ま
で
甘
ん
じ
た
自
制
心
は
特
記
に
値
い
す
る
。
企き

業
ぎ
ょ
う

の
在
宅
勤
務
は

宣
言
の
発
令
ま
え
か
ら
始
ま
り
、
出
勤
時
間
の
短
縮
を
加
え
る
と
す
で
に
事
務
室
の
大
半
は
空
席
と
化
し
て
い
る
。
組
織
に
親
し
み
、
和
合
を
尊
ん
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で
働
い
て
き
た
企
業
人
間
が
、
孤
立
と
自
己
管
理
の
厳
し
さ
を
み
ず
か
ら
に
課
し
て
い
る
。
反
対
に
、
こ
れ
ま
で
独
立
自
尊
の
労
働
を
営
ん
で
き
た

零れ
い

細さ
い

自
営
業
者
は
、
一
斉
に
休
業
の
勧か

ん

告こ
く

を
受
け
入
れ
、
あ
る
い
は
無
収
入
の
窮

き
ゅ
う

状
じ
ょ
う

を
忍
び
、
あ
る
い
は
工
夫
を
凝こ

ら
し
て
共
同
事
業
の
道
を
模も

索さ
く

し
て
い
る
。 

 

日
本
人
の
良
識
と
自
制
心
は
長
い
歴
史
を
持
ち
、
※

10

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
見
聞
記
に
も
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
⑥

現
に
今
、
静
か
に
発
揮

さ
れ
て
い
る
公
徳
心
は
や
や
後
に
あ
ら
た
め
て
養
わ
れ
た
も
の
だ
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
前
回
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
ま
え
、
一
九

六
〇
年
代
前
半
の
東
京
で
は
、
街
に
も
水
路
に
も
家
庭
ゴ
ミ
が
散
乱
し
て
腐ふ

臭
し
ゅ
う

を
放
っ
て
い
た
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
迎
え
る
準
備
の
な
か
で
行
政

が
奮
起
し
て
、
ゴ
ミ
入
れ
の
ペ
ー
ル
缶か

ん

を
家
庭
に
配
布
し
、
ゴ
ミ
収
集
車
を
配
備
し
て
よ
う
や
く
街
か
ら
ゴ
ミ
の
姿
が
消
え
た
の
だ
っ
た
。 

 

日
本
人
の
社
会
感
覚
が
顕け

ん

著ち
ょ

に
変
わ
り
、
美
と
倫り

ん

理り

の
基
準
が
新
し
く
芽
生
え
直
し
た
の
は
、
私
の
記
憶
で
は
一
九
七
〇
年
代
の
初
め
で
は
な
か

っ
た
か
と
思
う
。
た
ま
た
ま
富
士
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
の
企
業
広
告
が
七
〇
年
、「
モ
ー
レ
ツ
か
ら
ビ
ュ
ー
テ
ィ
フ
ル
へ
」
と
訴
え
た
の
が
印
象
的
だ
っ
た

が
、
そ
の
後
の
歴
史
は
こ
の
標
語
を
忠
実
に
実
現
す
る
も
の
に
な
っ
た
。 

 

経
済
成
長
は
ま
だ
続
い
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
内
容
は
し
だ
い
に
ハ
ー
ド
か
ら
ソ
フ
ト
へ
と
変
わ
り
、
量
産
一
点
張
り
か
ら
デ
ザ
イ
ン
や
※

11

コ

ン
セ
プ
ト
重
視
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
。
ほ
か
で
も
す
で
に
書
い
た
が
、
こ
の
こ
ろ
隆

り
ゅ
う

盛せ
い

を
見
せ
始
め
た
Ｔ
シ
ャ
ツ
が
典
型
的
で
あ
っ
て
、
原
料
費

一
○
○
円
の
木
綿
布
に
た
い
し
て
、
デ
ザ
イ
ン
を
施
す
と
三
〇
〇
〇
円
で
売
れ
る
と
い
う
ギ
ャ
ッ
プ
に
も
、
苦
情
を
言
う
人
は
い
な
く
な
っ
た
。
商

品
全
体
の
多
様
化
も
足
早
に
進
み
、「
多
品
種
少
量
生
産
」
が
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
デ
ザ
イ
ン
の
文
化
性
、
さ
ら
に
文
化
産
業
へ
の
傾け

い

倒と
う

は
ま
す
ま
す
強
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

身
辺
を
美
し
く
す
る
こ
と
に
関
心
が
移
る
の
に
並
行
し
て
、
同
じ
こ
ろ
か
ら
人
々
が
お
こ
な
い
を
美
し
く
す
る
こ
と
に
傾
き
始
め
た
の
は
、
面
白

い
暗
合
で
あ
っ
た
。
八
〇
年
代
に
は
、
銀
座
で
立
ち
小
便
を
す
る
紳し

ん

士し

の
姿
は
消
え
、
交
通
渋

じ
ゅ
う

滞た
い

に
苛い

ら

立だ

っ
て
ク
ラ
ク
シ
ョ
ン
を
鳴
ら
す
運
転
者

は
皆
無
と
な
っ
た
。
犯
罪
率
が
低
下
し
た
の
は
も
ち
ろ
ん
、
家
庭
ゴ
ミ
を
分
別
し
て
出
す
習
慣
が
確
立
し
、
駅
の
乗
車
口
で
乗
客
が
行
列
し
て
待
つ

風
景
も
普
通
に
な
っ
た
。
落
と
し
物
や
忘
れ
物
が
持
ち
主
に
返
る
割
合
で
現
在
の
日
本
は
世
界
一
で
あ
り
、
現
金
入
り
の
財
布
で
さ
え
警
察
に
届
け
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ら
れ
る
希け

有う

の
国
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
頂
点
と
し
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
不
動
の
風
習
と
な
っ
た
の
が
一
九
九
五
年
一
月
で
あ
り
、
そ
の
美
徳

は
つ
い
昨
日
ま
で
栄
え
続
け
た
の
で
あ
っ
た
。 

は
た
し
て
こ
の
日
本
人
の
美
徳
が
国
難
に
勝
ち
、
こ
の
ま
ま
ぶ
じ
に
最
終
局
面
を
迎
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
意
外
な
Ａ

七
転
八
倒

が
待
ち
受
け
て
い
る
恐
れ
も
な
い
で
は
な
い
が
、
歴
史
上
す
べ
て
の
疫え

き

病
び
ょ
う

は
い
ず
れ
終
息
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
⑦

現
在
の
新
型
コ
ロ
ナ
肺

炎
の
去
っ
た
後
に
、
ど
ん
な
将
来
世
界
が
残
る
の
か
、
い
な
、
残
さ
ね
ば
な
ら
な
い
か
は
今
か
ら
考
え
て
お
い
て
よ
い
課
題
だ
ろ
う
。 

 

十
四
世
紀
の
ペ
ス
ト
大
流
行
の
結
果
、
西
洋
社
会
が
構
造
的
変
化
を
見
せ
、
封
建
時
代
の
終
わ
り
を
準
備
し
た
と
い
う
の
は
有
力
な
説
で
あ
る
。

人
口
の
激
減
が
荘
園
経
営
を
困
難
に
し
、
労
働
生
産
性
を
高
め
た
の
が
産
業
近
代
化
へ
の
道
を
開
い
た
と
い
う
の
だ
が
、
も
し
そ
う
な
ら
同
じ
程
度

の
変
化
が
二
十
一
世
紀
に
起
こ
る
と
は
考
え
難
い
。
遠
い
未
来
に
現
れ
る
影
響
は
予
言
で
き
な
い
が
、
当
面
の
世
界
は
別
の
緊
急
の
問
題
を
抱
え
て

い
る
こ
と
が
、
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
先
鋭
に
暴
露
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。 

 

ほ
か
な
ら
ぬ
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
疫
病
流
行
の
直
接
の
原
因
だ
っ
た
こ
と
は
問
わ
な
い
ま
で
も
、
こ
の
災さ

い

厄や
く

の
防ぼ

う

御ぎ
ょ

に
何

の
役
に
も
立
た
な
か
っ
た
こ
と
は
露
骨
な
ほ
ど
明
白
だ
っ
た
。
民
衆
を
守
っ
た
の
は
国
家
で
あ
っ
て
、
そ
れ
も
自
衛
の
た
め
に
一
国
主
義
的
に
働
く

国
家
で
あ
っ
た
。
こ
の
国
家
の
姿
勢
の
是ぜ

非ひ

は
暫

し
ば
ら

く
措お

い
て
、
万
人
が
思
い
出
し
た
の
は
、
市
場
は
富
の
分
配
に
は
貢こ

う

献け
ん

す
る
が
、
富
の
再
分
配

に
役
立
つ
の
は
国
家
だ
け
だ
、
と
い
う
永
遠
の
真
理
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。 

 

た
ぶ
ん
今
後
の
人
類
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
暴
走
に
は
慎し

ん

重
ち
ょ
う

に
な
り
、
と
く
に
巨
大
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
国
家
へ
の
挑
戦
に
批
判
的
に
な
る
だ
ろ

う
。
納
税
す
べ
き
国
家
を
巨
大
企
業
が
選
択
で
き
る
よ
う
な
事
態
を
避
け
、
民
意
が
企
業
経
営
に
及
ぶ
政
治
体
制
を
維い

持じ

す
る
た
め
に
、
あ
ら
た
め

て
国
際
協
調
の
努
力
が
期
待
さ
れ
る
し
、
そ
れ
が
必ひ

っ

須す

に
な
る
だ
ろ
う
。 

 

も
う
一
つ
、
そ
の
国
家
が
泥ど

ろ

沼ぬ
ま

を
脱
し
た
後
に
急
ぐ
べ
き
こ
と
は
、
未
来
世
代
と
の
平
等
の
問
題
で
あ
り
、
今
回
の
緊
急
対
策
で
生
じ
た
天
文
学

的
に
巨
大
な
将
来
へ
の
借
財
の
処
理
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
経
済
の
回
復
に
努
め
る
と
と
も
に
、
思
い
切
っ
た
所
得
税
改
革
に
よ
る
高
度
累る

い

進し
ん

課

税
の
復
活
を
図
る
の
も
一
策
だ
ろ
う
し
、
思
い
つ
き
だ
が
、
排
他
的
経
済
水
域
内
の
海
底
資
源
を
前
も
っ
て
国
有
化
し
て
お
く
の
も
知
恵
だ
ろ
う
。
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レ
ア
メ
タ
ル
、
レ
ア
ア
ー
ス
を
含
む
日
本
近
海
は
財
源
の
宝
庫
で
あ
り
、
採さ

い

掘く
つ

者
に
特
別
に
高
額
の
税
を
課
し
て
、
未
来
世
代
へ
の
遺
産
と
す
る
こ

と
も
一
考
に
値
い
す
る
は
ず
で
あ
る
。 

し
か
し
そ
う
し
た
現
実
の
課
題
と
並
ん
で
、
お
そ
ら
く
そ
れ
以
上
に
重
大
な
の
は
、
⑧

や
が
て
起
こ
り
始
め
る
国
民
各
自
の
世
界
観
の
転
換
で
あ

ろ
う
。
冒ぼ

う

頭と
う

で
述
べ
た
こ
と
だ
が
、
今
回
の
歴
史
的
な
悲
劇
を
経
験
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
誰
し
も
実
感
し
た
の
は
自
己
が
密
か
に
抱
い
て
き
た
近

代
的
な
傲
慢
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
疫
病
が
社
会
を
世
界
規
模
で
揺ゆ

る
が
す
の
は
昔
の
話
で
あ
っ
て
、
現
代
は
つ
と
に
別
次
元
の
時
代
を
画
し
て

い
る
と
い
う
通
念
が
傲
慢
に
ほ
か
な
ら
ず
、
た
だ
の
妄
信
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
万
人
が
思
い
知
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

現
代
も
ま
た
歴
史
的
に
古
代
や
中
世
に
直
結
し
て
お
り
、
そ
の
間
に
多た

彩さ
い

な
変
化
や
改
良
は
試
み
ら
れ
た
も
の
の
、
文
明
の
進
歩
と
呼
び
う
る
価

値
的
な
飛
躍
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
。
文
明
は
自
然
と
の
交こ

う

渉
し
ょ
う

の
な
か
で
勝
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
く
、
何
千
年
も
暫ざ

ん

時じ

の
妥
協
を
繰
り
返
し
て
き

た
に
す
ぎ
な
い
。
今
後
も
そ
の
事
態
は
続
く
だ
ろ
う
し
、
人
類
は
文
明
を
守
る
努
力
は
捨
て
ら
れ
な
い
が
、
文
明
を
進
歩
さ
せ
る
と
い
う
迷
信
は
諦

あ
き
ら

め
る
べ
き
で
あ
る
。
当
面
の
現
実
を
変
え
る
Ｂ

刻
苦
勉
励
は
怠

お
こ
た

る
こ
と
な
く
、
し
か
し
そ
れ
が
歴
史
を
画
す
る
と
い
う
世
界
観
、
進
歩
主
義
の
※

12

イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
は
忘
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

お
そ
ら
く
二
十
一
世
紀
の
時
代
思
想
と
し
て
、
今
後
の
日
本
人
は
こ
の
よ
う
に
考
え
を
改
め
る
だ
ろ
う
し
、
そ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
の
が
私

の
願
い
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
私
の
願
い
を
広
げ
れ
ば
、
今
回
の
経
験
が
伝
統
的
な
日
本
の
世
界
観
、
現
実
を
無
常
と
見
る
感
受
性
の
復
活
に
繋つ

な

が
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
る
。
無
常
感
は
国
民
の
健
全
な
思
想
で
あ
っ
て
、
間
違
っ
て
も
感
傷
的
な
虚
無
主
義
で
は
な
い
。
現
実
変
革
の
具
体
的
な
知

恵
と
技
を
発
揮
し
な
が
ら
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
無
常
の
営
み
、
い
ず
れ
は
※

13

塵じ
ん

埃あ
い

に
返
る
つ
か
の
ま
の
達
成
に
す
ぎ
な
い
と
見
明
き
ら
め

る
、
醒さ

め
た
感
受
性
な
の
で
あ
る
。 

 

⑨

「
色
は
匂
へ
と
散
り
ぬ
る
を
、
我
か
世
た
れ
そ
常
な
ら
む
」
。
か
な
文
字
を
読
む
す
べ
て
の
国
民
が
学
ん
だ
こ
の
真
実
が
、
今
、
人
知
れ
ず
反は

ん

芻す
う

さ
れ
共
有
さ
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。 

（
山や

ま

崎ざ
き

正ま
さ

和か
ず

「
21
世
紀
の
感
染
症
と
文
明
」
よ
り
） 
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※
１
獄
門 

江
戸
時
代
の
刑け

い

罰ば
つ

の
う
ち
の
ひ
と
つ
。 

 
※
２
湯
灌 

葬そ
う

式し
き

に
際
し
て
遺
体
を
洗せ

ん

浄
じ
ょ
う

す
る
こ
と
。 

※
３
管
見 

筆
者
が
自
分
の
意
見
を
謙け

ん

遜そ
ん

し
て
述
べ
る
言
い
方
。 

※
４
相
互
確
証
破
壊
（
Ｍ
Ａ
Ｄ
） 

核か
く

兵へ
い

器き

保
有
国
同
士
が
、
決
定
的
な
破
壊
能
力
を
互
い
に
保
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
核
兵
器
に
よ
る
戦
争
を
抑

止
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
。 

※
５
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー 

主
に
二
十
世
紀
初
頭
に
活
動
し
た
ド
イ
ツ
の
社
会
学
者
。 

※
６
安
息
日 

宗
教
的
な
理
由
に
よ
っ
て
、
仕
事
を
休
む
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
日
。 

※
７
阪
神
淡
路
大
震
災 

一
九
九
五
年
一
月
に
起
き
た
、
兵
庫
県
南
部
を
震
源
と
し
た
大
地
震
に
よ
る
災
害
。 

※
８
醇
風 

人
情
に
あ
つ
い
風
習
。 

※
９
つ
け
た
り 

付
け
加
え
。 

※
10
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン 

主
に
明
治
時
代
に
日
本
で
活
動
し
た
外
国
人
作
家
。
日
本
国こ

く

籍せ
き

を
取
得
し
て
小こ

泉
い
ず
み

八や

雲く
も

と
名
乗
っ
た
。 

※
11
コ
ン
セ
プ
ト 

こ
こ
で
は
商
品
の
全
体
に
つ
ら
ぬ
か
れ
た
、
骨
格
と
な
る
発
想
や
観
点
。 

※
12
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー 

こ
こ
で
は
政
治
や
社
会
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
の
考
え
方
。 

※
13
塵
埃 

ち
り
と
ほ
こ
り
。 
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問
１ 

傍ぼ
う

線せ
ん

部ぶ

①
「
こ
の
悲
劇
が
近
代
人
の
秘
め
ら
れ
た
傲ご

う

慢ま
ん

に
冷
や
水
を
浴
び
せ
」
に
つ
い
て
、
次
の
二
つ
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

ⅰ

「
冷
や
水
を
浴
び
せ
」
は
こ
こ
で
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を

マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 

 
 

１
．
は
や
る
心
を
落
ち
着
か
せ 

 

２
．
冷
静
さ
を
取
り
戻
さ
せ 
 

３
．
意
気
込
み
を
く
じ
き 

 

４
．
思
い
上
が
り
を
た
き
つ
け
て 

   
ⅱ
 

新
型
コ
ロ
ナ
・
ウ
ィ
ル
ス
は
、
近
代
人
の
ど
の
よ
う
な
点
に
「
冷
や
水
を
浴
び
せ
」
た
の
で
す
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を

次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 

 
 

１
．
近
代
化
に
よ
る
都
市
文
明
の
発
達
に
比
例
し
て
人
間
の
生
活
空
間
を
世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
不
断
に
ひ
ろ
げ
て
い
く
に
つ
れ
て
、
も

は
や
現
在
の
自
然
界
に
は
自
分
た
ち
の
知
ら
な
い
場
所
な
ど
存
在
し
な
い
と
う
ぬ
ぼ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
点
。 

２
．
近
代
文
明
の
発
達
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
時
代
の
よ
う
に
人
間
の
生
命
や
財
産
の
存
在
が
、
も
は
や
自
然
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と

が
な
く
な
る
に
つ
れ
て
、
人
類
が
過
去
と
は
違
う
次
元
の
世
界
に
生
き
て
い
る
と
過
信
す
る
よ
う
に
な
っ
た
点
。 

３
．
発
達
し
た
工
業
社
会
の
誕
生
に
よ
っ
て
、
近
代
以
降
の
人
間
社
会
が
物
質
的
に
も
精
神
的
に
も
豊
か
に
な
っ
て
い
く
に
つ
れ
て
、
近
代
以

前
の
社
会
の
生
活
レ
ベ
ル
へ
と
立
ち
戻
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
と
確
信
す
る
よ
う
に
な
っ
た
点
。 

４
．
近
代
文
明
の
発
達
に
と
も
な
い
、
巨
大
化
し
た
国
家
が
自
分
た
ち
の
住
む
世
界
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
促そ

く

進し
ん

さ
せ
て
い
く
に
つ
れ
て
、
昔
と

は
違
う
豊
か
で
幸
せ
な
社
会
が
無
限
に
拡
大
し
て
い
く
は
ず
だ
と
思
い
込
む
よ
う
に
な
っ
た
点
。 
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問
２ 

傍
線
部
②
「
現
代
人
の
不
安
と
恐
怖
は
中
世
人
の
怯お

び

え
よ
り
も
過か

酷こ
く

だ
と
い
え
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
筆
者
は
ど
う
し
て
そ
う
考
え
て
い
る

の
で
す
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 

１
．
現
代
人
は
死
を
不
都
合
な
出
来
事
だ
と
し
て
、
自
ら
を
死
と
無
縁
な
も
の
だ
と
考
え
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
中
世
人
は
自
然
死
か
ら
刑

死
に
い
た
る
ま
で
、
生
き
て
い
く
上
で
人
の
死
に
ふ
れ
な
い
こ
と
が
な
い
た
め
に
、
死
に
対
す
る
耐た

い

性せ
い

が
十
分
に
つ
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
。 

２
．
現
代
人
は
長

ち
ょ
う

寿じ
ゅ

化
に
よ
る
恩
恵
に
よ
り
、
自
ら
の
不
測
の
死
に
対
す
る
お
び
え
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
中
世
人
は
日
常
生
活
の

中
に
お
い
て
宗
教
以
上
に
無
常
に
対
す
る
価
値
観
を
大
切
に
し
て
い
た
た
め
に
、
人
の
死
を
身
近
な
存
在
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
。 

３
．
中
世
人
の
場
合
は
、
普
段
の
生
活
の
中
で
人
の
死
に
接
す
る
こ
と
自
体
が
当
た
り
前
だ
と
い
う
感
覚
が
身
に
つ
い
て
い
た
の
に
対
し
て
、
現

代
人
は
普
段
か
ら
人
の
死
か
ら
目
を
そ
む
け
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
た
め
に
、
人
の
死
に
対
す
る
恐
怖
が
よ
り
強
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
。 

４
．
中
世
人
の
場
合
は
、
死
と
い
う
も
の
自
体
が
日
常
的
な
存
在
で
あ
り
、
ま
た
死
に
つ
い
て
の
思
想
も
人
々
の
間
に
根
付
い
て
い
た
の
に
対
し

て
、
現
代
人
は
近
代
文
明
の
発
達
に
よ
り
死
に
対
す
る
耐
性
を
失
っ
た
た
め
に
、
死
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
。 

  

問
３ 

傍
線
部
③
「
無
常
感
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
無
常
感
（
観
）
を
あ
ら
わ
し
た
「
祇ぎ

園お
ん

精
し
ょ
う

舎じ
ゃ

の
鐘
の
音
、
諸
行
無
常
の
響
き
あ
り
…
」
の
書

き
出
し
で
は
じ
ま
る
日
本
の
古
典
作
品
の
名
称
と
し
て
正
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 
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１
．
竹
取
物
語 

 

２
．
徒
然
草 

 

３
．
平
家
物
語 

 

４
．
枕
草
子 

問
４ 

傍
線
部
④
「『
ス
ペ
イ
ン
風
邪

か

ぜ

』」
と
あ
り
ま
す
が
、
筆
者
に
よ
れ
ば
「
ス
ペ
イ
ン
風
邪
」
の
流
行
の
ど
の
よ
う
な
点
が
、
現
代
の
「
新
型
コ

ロ
ナ
・
ウ
ィ
ル
ス
肺
炎
」
の
流
行
と
違
う
の
で
す
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク

し
な
さ
い
。 

１
．
新
型
コ
ロ
ナ
・
ウ
ィ
ル
ス
肺
炎
の
場
合
は
、
比
較
的
平
和
な
時
代
に
先
進
諸
国
に
打
撃
を
与
え
た
た
め
に
歴
史
的
な
大
事
件
に
な
っ
た
の
に

対
し
て
、
ス
ペ
イ
ン
風
邪
の
時
は
感
染
が
二
つ
の
世
界
大
戦
の
間
で
起
き
た
た
め
に
歴
史
的
な
大
事
件
に
な
り
え
な
か
っ
た
点
。 

２
．
新
型
コ
ロ
ナ
・
ウ
ィ
ル
ス
肺
炎
が
、
世
界
大
戦
の
恐
れ
が
な
い
時
代
に
先
進
国
中
心
の
被
害
が
拡
大
し
た
の
に
対
し
て
、
ス
ペ
イ
ン
風
邪
の

時
は
第
一
次
世
界
大
戦
中
と
い
う
時
期
に
、
当
時
の
日
本
の
よ
う
に
近
代
化
が
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
い
世
界
で
拡
大
し
た
と
い
う
点
。 

３
．
ス
ペ
イ
ン
風
邪
の
時
は
、
世
界
大
戦
で
の
死
者
数
が
感
染
に
よ
る
死
者
数
を
大
き
く
上
回
っ
た
た
め
に
感
染
の
被
害
が
目
立
た
な
か
っ
た
の

に
対
し
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
・
ウ
ィ
ル
ス
肺
炎
の
場
合
は
戦
争
や
自
然
災
害
に
よ
る
死
者
数
以
上
に
感
染
に
よ
る
死
者
数
が
多
か
っ
た
点
。 

４
．
ス
ペ
イ
ン
風
邪
の
時
は
、
大
量
の
戦
死
者
を
出
し
た
二
つ
の
世
界
大
戦
以
上
に
重
要
な
歴
史
的
転
換
点
が
存
在
し
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、

新
型
コ
ロ
ナ
・
ウ
ィ
ル
ス
肺
炎
の
場
合
は
こ
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
発
生
自
体
が
ま
さ
に
歴
史
上
の
重
要
な
転
換
点
で
あ
る
と
言
え
る
点
。 
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問
５ 

空
白
部
Ｘ
に
、
意
味
が
正
し
く
つ
な
が
る
よ
う
に
次
の
六
つ
の
文
を
順
番
に
入
れ
て
い
っ
た
場
合
、
最
後
の
六
番
目
に
く
る
文
は
ど
れ
で
す

か
。
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 

１
．
新
型
コ
ロ
ナ
肺
炎
の
場
合
、
ま
だ
第
一
波
が
い
つ
終
わ
る
か
も
わ
か
ら
ず
、
終

し
ゅ
う

焉え
ん

ま
で
に
何
波
が
襲
来
す
る
の
か
先
が
見
え
な
い
。 

２
．
と
こ
ろ
が
「
ス
ペ
イ
ン
風
邪
」
の
鎮ち

ん

静せ
い

ま
で
に
は
三
波
に
わ
た
る
執し

つ

拗よ
う

な
襲
来
が
あ
り
、
そ
の
度
に
新
し
い
恐
怖
の
更
新
が
続
い
た
。 

３
．
そ
の
う
え
こ
の
恐
怖
は
い
つ
ま
で
続
く
の
か
、
先
行
き
が
ま
っ
た
く
見
え
な
い
こ
と
も
焦

し
ょ
う

燥そ
う

を
煽あ

お

る
。 

４
．
見
え
な
い
敵
が
怖
い
の
は
人
間
の
本
性
で
あ
っ
て
、
何
に
ど
こ
ま
で
脅お

び

え
た
ら
よ
い
の
か
、
そ
れ
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
不
安
を
倍
加
す
る
。 

５
．
も
ち
ろ
ん
地
震
の
被
害
も
復
興
に
数
十
年
を
要
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
罹り

災さ
い

か
ら
復
興
に
転
じ
る
見
通
し
は
数
ヶ
月
の
範は

ん

囲い

で

立
て
ら
れ
る
。 

６
．
地
震
で
あ
れ
台
風
で
あ
れ
、
自
然
災
害
は
目
に
見
え
る
の
に
た
い
し
て
、
感
染
症
は
そ
の
病
原
体
も
感
染
経
路
も
闇や

み

に
隠
れ
て
い
る
。 

  

問
６ 

空く
う

欄ら
ん

部ぶ

【 

ａ 

】
～
【 

ｄ 

】
に
意
味
が
正
し
く
つ
な
が
る
よ
う
に
「
す
る
」「
し
な
い
」
と
い
う
ど
ち
ら
か
の
語
を
入
れ
て
い
っ
た

場
合
、
正
し
い
組
み
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
ど
れ
で
す
か
。
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 

１
．
ａ
「
し
な
い
」 

ｂ
「
し
な
い
」 

ｃ
「
し
な
い
」 

ｄ
「
す
る
」 

２
．
ａ
「
し
な
い
」 

ｂ
「
す
る
」 

 

ｃ
「
す
る
」 

 

ｄ
「
し
な
い
」 

３
．
ａ
「
す
る
」 

 

ｂ
「
し
な
い
」 

ｃ
「
す
る
」 

 

ｄ
「
し
な
い
」 

４
．
ａ
「
す
る
」 

 

ｂ
「
す
る
」 

 

ｃ
「
し
な
い
」 

ｄ
「
す
る
」 
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問
７ 

傍
線
部
⑤
「
こ
の
点
で
も
う
一
つ
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
近
年
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
普
及
で
あ
っ
て
、
緊
急
時
に
は
奉ほ

う

仕し

の
た
め

に
身
を
挺て

い

『
す
る
』
と
い
う
常
識
が
広
ま
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
」
と
あ
り
ま
す
が
、
筆
者
は
ど
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
い
て
「
近
年
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
の
普
及
」
に
つ
い
て
「
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
考
え
て
い
る
の
で
す
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か

ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 

 

１
．
日
本
政
府
が
出
し
た
「
緊
急
事
態
宣
言
」
は
、
多
く
の
専
門
的
な
職
業
人
に
自
己
犠ぎ

牲せ
い

を
強
い
る
だ
け
で
な
く
、「
阪
神
淡
路
大
震
災
」
以

降
に
日
本
人
の
社
会
意
識
を
大
転
換
さ
せ
た
組
織
的
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
精
神
ま
で
も
否
定
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
き
か
ね
ず
、
た

い
へ
ん
不
本
意
な
結
果
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。 

２
．
「
阪
神
淡
路
大
震
災
」
を
き
っ
か
け
と
し
た
近
年
の
一
連
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
は
、
そ
れ
ま
で
の
義
理
と
人
情
に
縛
ら
れ
た
社
会
奉ほ

う

仕し

の

あ
り
方
を
、
見
ず
知
ら
ず
の
被
災
者
を
有
志
の
結
集
が
助
け
る
と
い
う
方
向
に
大
き
く
転
換
さ
せ
、
日
本
人
を
新
た
な
公
徳
心
に
目
覚
め
さ
せ

る
と
い
う
実
に
画
期
的
な
活
動
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。 

 

３
．
か
つ
て
は
血
縁
と
地
縁
の
範
囲
に
し
か
行
わ
れ
な
か
っ
た
奉
仕
活
動
を
、
何
の
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
全
国
の
被
災
者
に
対
し
て
救
済
を
行
う

よ
う
に
大
き
く
転
換
さ
せ
て
い
っ
た
近
年
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
精
神
が
、
日
本
政
府
の
出
し
た
「
緊
急
事
態
宣
言
」
に
よ
っ
て
薄
れ
る
結

果
に
つ
な
が
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。 

４
．「
緊
急
事
態
宣
言
」
は
、
血
縁
・
地
縁
に
限
定
さ
れ
た
社
会
奉
仕
の
精
神
に
加
え
、「
阪
神
淡
路
大
震
災
」
以
降
に
定
着
し
て
日
本
人
の
倫り

ん

理り

観か
ん

を
大
き
く
変
え
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
精
神
を
も
封
じ
て
し
ま
い
、
そ
の
せ
い
で
必
要
以
上
に
国
民
が
無
力
感
に
さ
い
な
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
。 

  



16 

 

 
問
８ 

傍
線
部
⑥
「
現
に
今
、
静
か
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
公
徳
心
は
や
や
後
に
あ
ら
た
め
て
養
わ
れ
た
も
の
だ
、
と
私
は
考
え
て
い
る
」
と
あ
り
ま

す
が
、
筆
者
は
ど
の
よ
う
な
事
例
を
も
と
に
こ
う
考
え
て
い
る
の
で
す
か
。
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
二
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し

な
さ
い
。 

１
．
商
業
デ
ザ
イ
ン
に
文
化
性
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
そ
の
デ
ザ
イ
ン
が
日
本
人
の
行
動
基
準
に
も
影
響
を
与
え
た
。 

２
．
一
九
九
五
年
一
月
を
境
に
し
て
、
日
本
に
お
い
て
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
普ふ

遍へ
ん

的
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。 

３
．
か
つ
て
は
東
京
の
街
一
帯
に
散
乱
し
て
い
た
家
庭
ゴ
ミ
が
、
行
政
の
活
躍
に
よ
っ
て
姿
を
消
す
よ
う
に
な
っ
た
。 

４
．
一
九
七
〇
年
の
富
士
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
の
企
業
広
告
が
、
日
本
人
の
倫
理
感
覚
を
問
い
直
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。 

５
．
日
本
で
は
八
〇
年
代
以
降
に
入
る
と
、
現
金
入
り
の
財
布
で
さ
え
も
が
き
ち
ん
と
警
察
に
届
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

６
．
駅
の
乗
車
口
で
乗
客
が
整
然
と
行
列
を
つ
く
る
の
が
日
本
で
普
通
に
な
っ
た
の
は
、
八
〇
年
代
ご
ろ
か
ら
だ
っ
た
。 

         



17 

 

 
問
９ 

二
重
傍
線
部
Ａ
「
七
転
八
倒
」
、
Ｂ
「
刻
苦
勉
励
」
の
こ
こ
で
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
の
番
号

を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 

 

Ａ 

七
転
八
倒 

 
 

１
．
物
事
の
重
要
度
の
順
位
や
立
場
な
ど
が
逆
転
す
る
こ
と
。 

 
 

２
．
激
し
い
痛
み
の
あ
ま
り
も
だ
え
苦
し
む
こ
と
。 

３
．
何
度
失
敗
し
て
も
く
じ
け
ず
に
奮ふ

ん

闘と
う

す
る
こ
と
。 

４
．
こ
の
世
の
全
て
の
現
象
や
存
在
が
常
に
移
り
変
わ
る
こ
と
。 

 
 

Ｂ 

刻
苦
勉
励 

 
 

１
．
自
ら
の
心
身
を
苦
し
め
る
ほ
ど
に
努
力
を
重
ね
る
こ
と
。 

 
 
 

 

２
．
他
者
の
手
を
借
り
ず
、
自
分
を
励
ま
し
な
が
ら
仕
事
を
こ
な
す
こ
と
。 

３
．
多
く
の
困
難
に
打
ち
勝
つ
た
め
に
必
死
に
な
っ
て
努
力
す
る
こ
と
。 

 

４
．
降
っ
て
わ
い
て
く
る
災
い
や
困
難
に
悩な

や

み
苦
し
み
続
け
る
こ
と
。 
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問
10 

傍
線
部
⑦
「
現
在
の
新
型
コ
ロ
ナ
肺
炎
の
去
っ
た
後
に
、
ど
ん
な
将
来
世
界
が
残
る
の
か
、
い
な
、
残
さ
ね
ば
な
ら
な
い
か
は
今
か
ら
考
え

て
お
い
て
よ
い
課
題
だ
ろ
う
」
と
あ
り
ま
す
が
、
筆
者
が
「
残
さ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
考
え
る
社
会
に
つ
い
て
の
記
述
と
し
て
最
も
適
切
な
も

の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 

１
．
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
新
型
コ
ロ
ナ
肺
炎
拡
大
の
間
接
的
原
因
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
考こ

う

慮り
ょ

し
、
そ
の
よ
う
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
押
し

進
め
る
巨
大
企
業
の
活
動
に
よ
っ
て
世
界
の
富
が
か
た
よ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
各
国
が
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
コ
ロ
ナ
対
策

で
発
生
し
た
巨
額
の
負ふ

債さ
い

を
未
来
世
代
に
も
平
等
に
負
担
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
税
制
や
資
源
に
つ
い
て
の
新
た
な
政
策
が
必
要
で
あ
る
。 

２
．
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
疫え

き

病
び
ょ
う

を
広
め
る
結
果
に
は
な
っ
て
も
、
そ
れ
を
防
ぐ
に
は
無
力
で
あ
っ
た
現
実
に
注
目
し
、
そ
の
よ
う
な
危
機
に
あ
っ

て
人
々
を
守
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
巨
大
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
で
は
な
く
あ
く
ま
で
国
家
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
各

国
家
が
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
を
統
制
し
、
将
来
の
世
代
の
た
め
に
、
残
さ
れ
た
天
文
学
的
な
借
金
を
処
理
す
る
方
策
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。 

３
．
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
決
し
て
人
々
を
守
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
事
実
を
忘
れ
て
は
な
ら
ず
、
国
民
の
意
志
が
巨
大
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
経
営

に
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
、
国
家
間
で
の
政
治
的
協
力
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
コ
ロ
ナ
対
策
で
生
じ
た
莫
大
な
国
の
借
金
を
将
来

の
世
代
に
背
負
わ
せ
な
い
た
め
に
、
税
制
改
革
や
資
源
確
保
な
ど
の
政
策
を
早
く
か
ら
進
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。 

４
．
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
招
い
た
世
界
的
な
危
機
か
ら
民
衆
を
守
れ
た
の
は
一
国
主
義
的
に
働
く
国
家
の
力
で
あ
っ
た
こ
と
を
自
覚
し
、
今
後
の
グ

ロ
ー
バ
ル
企
業
の
動
向
を
各
国
政
府
が
批
判
的
に
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
コ
ロ
ナ
肺
炎
に
対
す
る
緊
急
対
策
で
生
じ
た
国
の
借

財
を
国
家
の
力
で
公
平
に
解
決
す
る
た
め
に
、
思
い
切
っ
た
税
制
の
改
革
や
領
域
内
の
資
源
の
国
有
化
ま
で
を
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
。 
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問
11 

傍
線
部
⑧
「
や
が
て
起
こ
り
始
め
る
国
民
各
自
の
世
界
観
の
転
換
で
あ
ろ
う
」
と
あ
り
ま
す
が
、
筆
者
の
考
え
る
「
国
民
各
自
の
世
界
観
の

転
換
」
に
つ
い
て
記
述
し
た
次
の
各
文
の
中
か
ら
適
切
な
も
の
を
二
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 

１
．
日
本
人
は
、
か
つ
て
の
伝
統
的
な
世
界
観
を
取
り
戻
し
、
現
実
世
界
を
無
常
と
と
ら
え
て
い
く
の
が
よ
い
。 

２
．
日
本
人
は
進
歩
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
忘
れ
て
、
か
つ
て
の
一
国
主
義
的
な
国
家
思
想
を
復
活
さ
せ
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
る
。 

３
．
人
類
は
、
文
明
を
守
る
と
い
う
こ
だ
わ
り
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
自
然
に
対
し
て
妥
協
し
て
生
き
る
の
が
よ
い
。 

４
．
人
類
は
、
古
代
か
ら
現
代
に
い
た
る
ま
で
文
明
的
に
進
歩
し
た
こ
と
は
な
い
と
考
え
、
文
明
を
見
限
る
べ
き
で
あ
る
。 

５
．
人
類
は
、
自
ら
の
知
恵
と
技
で
自
然
に
挑
み
、
世
界
を
変
革
で
き
る
と
い
う
傲ご

う

慢ま
ん

さ
を
捨
て
、
自
然
と
の
共
生
を
は
か
る
の
が
よ
い
。 

６
．
近
代
文
明
の
進
歩
と
は
人
間
の
幻
想
で
あ
り
、
人
間
は
こ
れ
ま
で
も
自
然
を
克こ

く

服ふ
く

し
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
を
自
覚
す
べ
き
で
あ
る
。 

  

問
12 

傍
線
部
⑨
「
色
は
匂
へ
と
散
り
ぬ
る
を
、
我
か
世
た
れ
そ
常
な
ら
む
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
い
ろ
は
歌
」
に
お
い
て
、
こ
の
傍
線
部
分
の
直

後
に
く
る
語
句
と
し
て
正
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 

 

１
．
酔ゑ

ひ
も
せ
ず 

 

２
．
有
為ゐ

の
奥
山 

 

３
．
浅
き
夢
見
し 

 

４
．
今
日

け

ふ

超
え
て 

     



20 

 

 
第
三
問 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
設
問
に
答
え
な
さ
い
。 

 

嵯さ

峨が

天て
ん

皇わ
う

と
弘こ

う

法ば
ふ

大だ
い

師し

と
、
常
に
御

お
ほ
ん

※
１

手
跡
を
争
は
せ
給た

ま

ひ
け
り
。
あ
る
時
、
御
手
本
を
あ
ま
た
取
り
出
だ
さ
せ
給
ひ
て
、
大
師
に
見
せ
参
ら

せ
ら
れ
け
り
。
そ
の
中
に
※
２

殊し
ゅ

勝
し
ょ
う

の
一
巻
あ
り
け
る
を
、
天
皇
仰お

ほ

せ
ご
と
あ
り
け
る
は
、「
こ
れ
は
※
３

唐た
う

人
の
手
跡
な
り
。
そ
の
名
を
知
ら
ず
。

い
か
に
も
、
か
く
は
学
び
難
し
。
①

め
で
た
き
重
宝
な
り
」
と
、
し
き
り
に
御
秘
蔵
あ
り
け
る
を
、
②

大
師
、
よ
く
よ
く
言
は
せ
参
ら
せ
て
後
、「
こ

れ
は
※
４

空く
う

海か
い

が
つ
か
う
ま
つ
り
て
候

さ
う
ら

ふ
も
の
を
」
と
奏
せ
さ
せ
給
ひ
た
り
け
れ
ば
、
③

天
皇
、
さ
ら
に
御
信
用
な
し
。
お
ほ
き
に
御ご

不ふ

審し
ん

あ
り
て
、 

「
④

い
か
で
か
、
さ
る
こ
と
あ
ら
ん
。
※
５

当
時
書
か
る
る
や
う
に
、
は
な
は
だ
異
す
る
な
り
。
※
６

階は
し

立
て
て
も
及
ぶ
べ
か
ら
ず
」
と
勅

ち
よ
く

定
ぢ
や
う

あ
り
け

れ
ば
、
大
師
、「
御
不
審
ま
こ
と
に
そ
の
い
は
れ
候
ふ
。
⑤

軸
を
は
な
ち
て
合
は
せ
目
を
叡え

い

覧ら
ん

候
ふ
べ
し
」
と
申
さ
せ
給
ひ
け
れ
ば
、
す
な
は
ち
は
な

ち
て
御
覧
ず
る
に
、
「
そ
の
年
そ
の
日
、
青せ

い

龍
り
ゅ
う

寺じ

に
お
い
て
こ
れ
を
書
す
、
※
７

沙し
や

門も
ん

空
海
」
と
記
せ
ら
れ
た
り
。
天
皇
、
こ
の
時
御
信
仰
あ
り
て
、

「
ま
こ
と
に
わ
れ
に
は
勝ま

さ

ら
れ
た
り
け
り
。
そ
れ
に
と
り
て
、
い
か
に
か
く
⑥

当
時
の
勢
ひ
に
は
、
ふ
つ
と
変
は
り
た
る
ぞ
」
と
尋た

づ

ね
仰
せ
ら
れ
け

れ
ば
、「
そ
の
こ
と
は
国
に
よ
り
て
書
き
か
へ
候
ふ
な
り
。
※
８

唐も
ろ

土こ
し

は
大
国
な
れ
ば
、
所
に
相
応
し
て
勢
ひ
か
く
の
ご
と
し
。
日
本
は
小
国
な
れ
ば
、

そ
れ
に
し
た
が
ひ
て
当
時
の
や
う
を
つ
か
う
ま
つ
り
候
ふ
な
り
」
と
申
さ
せ
給
ひ
け
れ
ば
、
天
皇
、
お
ほ
き
に
恥
ぢ
さ
せ
給
ひ
て
、
⑦

そ
の
後
は
御

手
跡
争
ひ
な
か
り
け
り
。 

（『
古こ

今こ
ん

著ち
よ

聞も
ん

集じ
ふ

』
よ
り
） 
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※
１
手
跡 

書
い
た
も
の
、
ま
た
そ
の
技
能
。 

※
２
殊
勝 

と
て
も
す
ぐ
れ
た
。 

※
３
唐
人 
昔
の
中
国
人
。 

※
４
空
海 

弘
法
大
師
の
こ
と
。 

※
５
当
時 

現
在
。 

※
６
階は

し 
 

は
し
ご
。 

※
７
沙
門 

僧そ
う

の
階
級
の
一
つ
。 

※
８
唐
土 

昔
の
中
国
。 

          



22 

 

 
問
１ 

傍ぼ
う

線せ
ん

部ぶ

①
「
め
で
た
き
重
宝
な
り
」
と
あ
り
ま
す
が
、
天
皇
が
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
の
は
ど
う
し
て
で
す
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切

な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 

１
．
唐た

う

代
の
中
国
の
書
は
、
名
の
な
い
書
家
の
手
に
な
る
作
品
で
さ
え
も
、
書
の
手
本
に
使
え
る
こ
と
を
大
変
便
利
に
感
じ
て
い
た
か
ら
。 

２
．
唐
代
の
中
国
の
著
名
な
書
家
の
作
品
で
あ
る
の
に
、
作
者
の
銘め

い

が
作
品
に
入
っ
て
い
な
い
こ
と
が
当
時
は
と
て
も
珍
し
か
っ
た
か
ら
。 

３
．
自
分
の
大
切
に
し
て
い
た
唐
代
の
書
の
中
に
あ
っ
た
、
と
う
て
い
ま
ね
で
き
な
い
よ
う
な
見
事
な
書
体
に
感
服
し
て
い
た
か
ら
。 

４
．
日
本
で
は
そ
の
存
在
を
ま
だ
知
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
中
国
の
有
名
な
書
の
作
品
を
、
弘
法
大
師
に
見
せ
て
自
慢
し
た
か
っ
た
か
ら
。 

  問
２ 

傍
線
部
②
「
大
師
、
よ
く
よ
く
言
は
せ
参
ら
せ
て
後
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
部
分
の
意
味
内
容
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 

 

１
．
弘
法
大
師
が
、
天
皇
が
持
つ
書
の
収
集
品
の
自
慢
話
に
つ
い
て
、
天
皇
本
人
か
ら
入
念
に
聞
か
さ
れ
た
後
で
、 

２
．
弘
法
大
師
が
、
天
皇
が
話
題
に
し
て
い
る
書
に
つ
い
て
、
天
皇
自
身
に
十
分
論
評
さ
せ
た
後
で
、 

３
．
天
皇
が
、
自
分
が
所
有
す
る
書
の
作
品
の
批
評
に
つ
い
て
、
弘
法
大
師
に
一
通
り
話
し
て
も
ら
っ
た
後
で
、 

 

４
．
天
皇
が
、
自
分
が
大
切
に
し
て
い
る
書
に
つ
い
て
、
弘
法
大
師
の
肯こ

う

定て
い

的
な
評
価
を
聞
い
た
後
で
、 
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問
３ 

傍
線
部
③
「
天
皇
、
さ
ら
に
御
信
用
な
し
」
と
あ
り
ま
す
が
、
天
皇
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
対
し
て
「
信
用
な
し
」
だ
っ
た
の
で
す
か
。
最

も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 

１
．
弘
法
大
師
が
、
天
皇
が
所
有
す
る
書
は
自
分
の
手
に
よ
る
も
の
だ
と
申
し
出
た
こ
と
。 

 

２
．
弘
法
大
師
が
、
天
皇
の
大
切
な
収
集
品
が
も
と
は
自
分
の
所
有
物
だ
っ
た
と
主
張
し
た
こ
と
。 

 

３
．
弘
法
大
師
が
、
天
皇
の
持
つ
書
以
上
の
素
晴
ら
し
い
作
品
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
と
自
慢
し
た
こ
と
。 

 

４
．
弘
法
大
師
が
、
天
皇
を
だ
ま
そ
う
と
し
て
唐
代
の
中
国
の
書
を
偽ぎ

造ぞ
う

し
た
の
だ
と
告
白
し
た
こ
と
。 

  

問
４ 

傍
線
部
④
「
い
か
で
か
、
さ
る
こ
と
あ
ら
ん
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
部
分
の
意
味
内
容
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選

び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 

 

１
．
こ
の
書
は
本
当
に
弘
法
大
師
の
所
有
物
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

２
．
こ
の
書
が
弘
法
大
師
の
手
に
よ
る
書
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。 

３
．
は
た
し
て
弘
法
大
師
に
こ
れ
以
上
の
書
が
書
け
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 

４
．
弘
法
大
師
は
、
こ
の
書
の
由
来
を
知
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。 
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問
５ 

傍
線
部
⑤
「
軸
を
は
な
ち
て
合
は
せ
目
を
叡え

い

覧ら
ん

候
さ
う
ら

ふ
べ
し
」
と
あ
り
ま
す
が
、
弘
法
大
師
は
何
の
た
め
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
た
の

で
す
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 

 

１
．
天
皇
が
あ
ま
り
に
も
自
分
の
言
う
こ
と
を
信
用
し
な
い
こ
と
に
腹
を
立
て
、
書
の
中
に
隠
れ
て
い
た
自
分
の
署
名
を
公
開
す
る
こ
と
で
、
天

皇
を
驚
か
せ
て
や
り
た
か
っ
た
た
め
。 

 

２
．
天
皇
か
ら
自
分
が
書
を
偽
造
し
た
と
疑
わ
れ
た
の
で
、
自
分
し
か
知
ら
な
い
巻
物
の
秘
密
を
明
か
す
こ
と
で
、
天
皇
の
自
分
に
対
す
る
信
頼

を
取
り
戻
し
た
か
っ
た
た
め
。 

 

３
．
か
つ
て
自
分
が
唐
に
渡
っ
て
い
た
こ
と
を
一
向
に
信
用
し
な
い
天
皇
に
対
し
て
巻
物
の
内
部
を
見
せ
る
こ
と
で
、
確
か
に
唐
に
お
い
て
書
か

れ
た
自
分
の
書
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
か
っ
た
た
め
。 

４
．
天
皇
が
高
く
評
価
し
た
巻
物
の
中
に
隠
れ
て
い
る
作
者
名
を
、
天
皇
自
身
の
手
に
よ
っ
て
確
認
さ
せ
る
こ
と
で
、
自
分
が
言
っ
て
い
る
こ
と

が
正
し
い
と
天
皇
に
認
め
さ
せ
た
か
っ
た
た
め
。 

  

問
６ 

傍
線
部
⑥
「
当
時
の
勢
ひ
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
書
風
で
あ
っ
た
の
で
す
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か

ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 

１
．
弘
法
大
師
の
筆
跡
が
、
唐
の
国
が
も
つ
雄
大
さ
を
反
映
し
て
、
大だ

い

胆た
ん

な
書
風
で
あ
っ
た
。 

２
．
弘
法
大
師
の
筆
跡
が
、
平
安
時
代
の
都
の
規
模
を
反
映
し
て
、
こ
じ
ん
ま
り
と
し
た
書
風
で
あ
っ
た
。 

３
．
弘
法
大
師
の
筆
跡
が
、
唐
か
ら
輸
入
さ
れ
た
華か

麗れ
い

な
文
化
を
反
映
し
て
、
勇
ま
し
い
書
風
で
あ
っ
た
。 

４
．
弘
法
大
師
の
筆
跡
が
、
貴
族
的
な
平
安
文
化
を
反
映
し
て
、
繊
細
な
書
風
で
あ
っ
た
。 
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問
７ 

傍
線
部
⑦
「
そ
の
後
は
御
手
跡
争
ひ
な
か
り
け
り
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
し
て
で
す
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中

か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 

１
．
弘
法
大
師
に
よ
っ
て
、
そ
の
雄ゆ

う

大だ
い

な
書
風
を
生
ん
だ
唐
の
豊
か
な
国
格
と
日
本
の
実
情
を
比
べ
ら
れ
、
自
分
が
統
治
す
る
国
の
小
さ
さ
に
恥

ず
か
し
く
な
っ
た
天
皇
が
、
も
は
や
書
の
才
能
な
ど
を
弘
法
大
師
と
競
う
よ
う
な
気
に
は
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
。 

２
．
天
皇
と
の
争
い
を
望
ま
な
か
っ
た
弘
法
大
師
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
は
秘
密
に
さ
れ
て
い
た
書
の
作
者
が
当
人
に
よ
っ
て
明
か
さ
れ
る
こ
と

で
恥
ず
か
し
く
な
っ
た
天
皇
が
、
二
度
と
弘
法
大
師
に
対
し
て
競
争
心
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
な
気
分
に
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
。 

３
．
天
皇
が
絶
大
な
評
価
を
与
え
て
い
た
書
の
手
本
が
、
場
に
よ
っ
て
自
在
に
書
風
を
書
き
変
え
ら
れ
る
弘
法
大
師
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
当
の
本
人
か
ら
知
ら
さ
れ
て
、
そ
の
よ
う
な
才
能
を
も
つ
人
物
と
競
い
合
っ
て
い
た
こ
と
が
恥
ず
か
し
く
な
っ
た
か
ら
。 

４
．
天
皇
が
弘
法
大
師
を
感
服
さ
せ
る
た
め
に
秘
蔵
し
て
い
た
書
の
手
本
が
、
実
は
そ
の
弘
法
大
師
の
自
在
な
手
に
よ
る
作
品
の
ひ
と
つ
で
あ
っ

た
こ
と
を
知
っ
て
恥
ず
か
し
く
な
っ
た
天
皇
が
、
弘
法
大
師
の
も
と
で
腕
を
み
が
こ
う
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
。 
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問
８ 

次
の
各
文
に
つ
い
て
、
本
文
の
内
容
と
一い

っ

致ち

し
て
い
る
も
の
を
す
べ
て
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 

１
．
天
皇
は
、
自
分
と
弘
法
大
師
以
上
の
書
家
の
存
在
を
信
じ
て
い
た
。 

２
．
天
皇
は
、
だ
れ
が
書
い
た
と
い
う
先
入
観
を
も
た
ず
に
、
す
ぐ
れ
た
書
を
評
価
し
て
い
た
。 

３
．
天
皇
と
弘
法
大
師
は
、
書
の
大
家
で
あ
る
と
と
も
に
書
の
手
本
の
収
集
家
で
も
あ
っ
た
。 

４
．
天
皇
は
、
弘
法
大
師
が
備
え
て
い
た
書
に
対
す
る
鑑
定
眼
を
高
く
評
価
し
て
い
た
。 

５
．
弘
法
大
師
は
、
唐
の
国
際
色
豊
か
な
文
化
の
影
響
で
、
自
ら
の
書
風
が
変
わ
っ
た
。 

６
．
弘
法
大
師
は
、
自
分
の
書
の
腕
前
が
未
熟
で
あ
る
こ
と
を
恥
じ
て
署
名
を
隠
し
た
。 

 

７
．
弘
法
大
師
は
、
日
本
と
中
国
と
で
は
書
に
対
す
る
評
価
の
基
準
が
違
う
と
指し

摘て
き

し
た
。 

８
．
弘
法
大
師
は
、
そ
の
書
の
腕
前
を
天
皇
か
ら
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 


