
2020KN1A-01-001

注　意　事　項

1 試験開始の合図があるまで，この問題冊子の中を見てはいけない。

2 この問題冊子は 25 ページである。  

 試験中に問題冊子の印刷不鮮明，ページの落丁・乱丁及び汚れ等に気付いた場合は，手を挙げて

監督者に知らせること。

3 試験開始の合図前に，監督者の指示に従って，解答用紙の該当欄に以下の内容をそれぞれ正しく

記入し，マークすること。

・①氏名欄  

 氏名を記入すること。

・②受験番号，③生年月日，④受験地欄  

 受験番号，生年月日を記入し，さらにマーク欄に受験番号（数字），生年月日（年号・数字）， 

受験地をマークすること。

4 受験番号，生年月日，受験地が正しくマークされていない場合は，採点できないことがある。

5 解答は，解答用紙の解答欄にマークすること。例えば， 10 と表示のある解答番号に対して

2と解答する場合は，次の（例）のように解答番号 10の解答欄の 2にマークすること。

6 問題冊子の余白等は適宜利用してよいが，どのページも切り離してはいけない。

7 試験終了後，問題冊子は持ち帰ってよい。

（例） 解答
番号 解　　　答　　　欄

10 1　 2　 3　 4　 5

第 1 回

国　　　　　語令和 2年度 （50分）
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問
1
〜
問
5
に
答
え
よ
。

問
1

　
ア
、
イ
の
傍
線
部
の
漢
字
の
正
し
い
読
み
を
、
次
の
各
群
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

1

・

2

。

ア
　
丹
念
に
育
て
る
。

　
　

1
　
し
ゅ
う

2
　
に
ゅ
う

3
　
た
ん

4
　
し
ん

5
　
ざ
ん

イ
　
表
情
を
緩
め
る
。

　
　

1
　
ゆ
る

2
　
し
ず

3
　
か
た

4
　
た
し
か

5
　
あ
ら
た

1

1

⎩―――⎨―――⎧

2

⎩―――⎨―――⎧
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問
2

　
傍
線
部
に
当
た
る
漢
字
と
同
じ
漢
字
を
用
い
る
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

3

。

川
の
ゲ
ン
リ
ュ
ウ
を
た
ど
る
。

　
　

1
　
馬
が
ソ
ウ
ゲ
ン
を
走
る
。

2
　
ザ
イ
ゲ
ン
を
確
保
す
る
。

3
　
自
説
を
ゲ
ン
メ
イ
す
る
。

4
　
サ
イ
ゲ
ン
の
な
い
欲
望
。

5
　
食
欲
が
ゲ
ン
タ
イ
す
る
。

問
3

　
次
の
空
欄

に
入
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
後
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

4

。

（
新
人
社
員
が
、
先
輩
に
）「
お
客
様
に
何
を

教
え
て
く
だ
さ
い
。」

1
　
御
覧
に
な
ら
れ
た
ら
よ
い
か

2
　
御
覧
に
な
っ
た
ら
よ
い
か

3
　
拝
見
さ
せ
た
ら
よ
い
か

4
　
お
見
せ
し
た
ら
よ
い
か

5
　
拝
見
し
た
ら
よ
い
か

⎩―――⎨―――⎧

国語
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問
4

　
次
の
空
欄

に
入
る
四
字
熟
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
後
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

5

。

自
分
の
周
り
が
敵
だ
ら
け
に
な
っ
て
し
ま
い

の
状
態
だ
。

1
　
竜
頭
蛇
尾（
り
ゅ
う
と
う
だ
び
）

2
　
臥
薪
嘗
胆（
が
し
ん
し
ょ
う
た
ん
）

3
　
朝
三
暮
四（
ち
ょ
う
さ
ん
ぼ
し
）

4
　
呉
越
同
舟（
ご
え
つ
ど
う
し
ゅ
う
）

5
　
四
面
楚
歌（
し
め
ん
そ
か
）

問
5

　
次
の
文
章
か
ら
読
み
取
れ
る
内
容
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
後
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

6

。

エ
ジ
プ
ト
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
、
イ
ン
ダ
ス
、
中
国
の
古
代
文
明
で
は
い
ず
れ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
宇
宙
像
が
発
達
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
神
話
や
宗
教
と

一
体
化
し
た
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
で
は
よ
り
洗
練
さ
れ
た
哲
学
的
あ
る
い
は
科
学
的
宇
宙
観
が
生
み
出
さ
れ
、
そ
の
後
長
い
間
に
わ
た
っ
て
影
響

を
及
ぼ
し
ま
し
た
。

（
須
藤
靖『
不
自
然
な
宇
宙
』に
よ
る
。）

1
　
古
代
ギ
リ
シ
ャ
で
は
、
エ
ジ
プ
ト
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
、
イ
ン
ダ
ス
、
中
国
の
古
代
文
明
で
発
達
し
た
も
の
よ
り
も
洗
練
さ
れ
た
宇
宙
観
が
生
み
出
さ
れ
た
。

2
　
古
代
ギ
リ
シ
ャ
で
生
み
出
さ
れ
た
哲
学
的
あ
る
い
は
科
学
的
宇
宙
観
は
、
神
話
や
宗
教
と
一
体
化
し
て
、
そ
の
後
長
い
間
に
わ
た
っ
て
影
響
し
続
け
た
。

3
　
エ
ジ
プ
ト
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
、
イ
ン
ダ
ス
、
中
国
で
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
発
達
し
た
宇
宙
観
は
、
神
話
や
宗
教
を
排
除
し
、
洗
練
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

4
　
エ
ジ
プ
ト
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
、
イ
ン
ダ
ス
、
中
国
の
古
代
文
明
で
は
、
同
様
の
宇
宙
像
が
発
達
し
て
、
長
い
間
に
神
話
や
宗
教
と
一
体
化
し
て
い
っ
た
。

5
　
エ
ジ
プ
ト
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
、
イ
ン
ダ
ス
、
中
国
の
古
代
文
明
で
発
達
し
た
宇
宙
像
が
一
体
化
し
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
宇
宙
観
が
生
み
出
さ
れ
た
。

国語
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高
校
一
年
生
の
高
橋
さ
ん
の
ク
ラ
ス
で
は
、
国
語
総
合
の
時
間
に
本
の
紹
介
ス
ピ
ー
チ
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
次
の【
ス
ピ
ー
チ
】は
高
橋
さ
ん
が
本
を
紹
介
す
る
際
に
行
っ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
問
に
答
え
よ
。

【
ス
ピ
ー
チ
】

今
回
私
が
皆
さ
ん
に
紹
介
し
た
い
本
は
、
原
直
喜
さ
ん
の『
ジ
ャ
パ
ニ
』と
い
う
本
で
す
。
私
は
、
こ
の
本
を
海
外
旅
行
が
好
き
な
父
か
ら
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
タ
イ
ト
ル

の『
ジ
ャ
パ
ニ
』と
は
、
ネ
パ
ー
ル
語
で
日
本
人
と
い
う
意
味
で
す
。

物
語
の
舞
台
は
ネ
パ
ー
ル
の
首
都
カ
ト
マ
ン
ズ
、
バ
ッ
ク
パ
ッ
カ
ー
た
ち
が
集
ま
る
街
に
あ
る
安
ホ
テ
ル「
ジ
ャ
パ
ニ
」で
す
。
こ
の
ホ
テ
ル
に
は
世
界
中
か
ら
旅
行
者
た

ち
が
集
ま
り
ま
す
。
ホ
テ
ル
の
オ
ー
ナ
ー
は
日
本
人
女
性
の
ヤ
ス
コ
さ
ん
。
ネ
パ
ー
ル
人
の
夫
と
二
人
で
経
営
し
て
い
ま
す
。
登
場
人
物
で
あ
る
宿
泊
客
た
ち
は
、
み
ん
な

そ
れ
ぞ
れ
、
理
由
が
あ
っ
て
ネ
パ
ー
ル
に
や
っ
て
き
て
い
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
か
ら
来
た
ジ
ョ
ン
は
、
内
気
な
息
子
の
マ
イ
ケ
ル
が
こ
の
旅
を
通
し
て
成
長
し
て
く
れ
る
こ
と

を
願
っ
て
い
ま
す
。
タ
イ
人
の
チ
ャ
ン
さ
ん
は
、
地
元
で
小
さ
な
チ
ャ
イ
屋
さ
ん
を
始
め
た
い
と
思
っ
て
、
お
茶
を
買
い
付
け
に
来
て
い
ま
す
。
日
本
か
ら
来
た
老
夫
婦
の

天
野
さ
ん
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
寺
院
で
修
行
す
る
息
子
さ
ん
に
二
十
年
ぶ
り
に
会
い
に
来
ま
し
た
。
こ
の
作
品
の
面
白
い
と
こ
ろ
は
、
登
場
人
物
た
ち
の
過
去
や
、
ど
う
し
て
こ

の
ネ
パ
ー
ル
に
や
っ
て
き
た
か
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
で
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

そ
ん
な
個
性
豊
か
な
登
場
人
物
の
一
人
に
日
本
人
女
性
の
ユ
マ
さ
ん
が
い
ま
す
。
ユ
マ
さ
ん
は
あ
る
出
来
事
を
き
っ
か
け
に
仕
事
を
辞
め
、
一
人
で
こ
の
ネ
パ
ー
ル
に

や
っ
て
き
ま
し
た
。
は
じ
め
は
、
誰
が
声
を
か
け
て
も
、
ま
っ
た
く
無
視
を
し
て
、
部
屋
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も
み
ん
な
が
温
か
い
目
で
見
守
っ
て
い
る
う
ち

に
、
次
第
に
周
囲
の
人
た
ち
に
も
心
を
開
く
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
ユ
マ
さ
ん
の
背
負
っ
て
い
る
過
去
と
は
な
に
か
？　

ユ
マ
さ
ん
が
ど
う
し
て
仕
事
を
辞
め
、
ネ

パ
ー
ル
に
来
た
の
か
？　

そ
こ
に
は
と
て
も
深
い
理
由
が
隠
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
物
語
の
最
後
の
ほ
う
で
は
、
感
動
し
て
涙
が
止
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ぜ
ひ
皆
さ
ん
に

も
、
こ
の
本
を
読
ん
で
感
動
を
味
わ
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

今
回
、
私
が
紹
介
し
た
本
は
原
直
喜
さ
ん
の『
ジ
ャ
パ
ニ
』で
し
た
。
御
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

2
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問
　
高
橋
さ
ん
の【
ス
ピ
ー
チ
】の
構
成
や
内
容
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

7

。

1
　
最
初
と
最
後
に
紹
介
す
る
本
の
タ
イ
ト
ル
と
作
者
名
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
タ
イ
ト
ル
と
作
者
名
が
聞
き
手
の
印
象
に
残
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

2
　
登
場
人
物
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
を
説
明
す
る
こ
と
で
、
聞
き
手
が
登
場
人
物
を
具
体
的
に
思
い
描
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

3
　
自
分
が
着
目
す
る
登
場
人
物
に
つ
い
て
具
体
的
に
取
り
上
げ
、
話
を
焦
点
化
す
る
こ
と
で
、
聞
き
手
が
作
品
へ
の
興
味
を
も
て
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

4
　「
ジ
ャ
パ
ニ
」と
い
う
聞
き
慣
れ
な
い
言
葉
に
簡
潔
な
説
明
を
加
え
る
こ
と
で
、
聞
き
手
が
内
容
を
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

5
　
冒
頭
で
作
品
の
テ
ー
マ
を
述
べ
た
後
に
具
体
的
な
話
を
す
る
こ
と
で
、
聞
き
手
が
作
品
の
全
体
像
を
把
握
し
や
す
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

国語

007



2020KN1A-01-―　　―7

次
に
あ
げ
る
の
は
、
南
高
校
図
書
委
員
で
一
年
生
の
高
野
さ
ん
と
二
年
生
の
加
藤
さ
ん
が
、
夏
休
み
中
に
委
員
会
の
当
番
で
図
書
の
貸
出
作
業
を
行
っ
て
い
る
と
き
に
交
わ
し

た【
会
話
の
一
部
】と
図
書
委
員
会
が
作
成
し
た【
ポ
ス
タ
ー
】で
あ
る
。
ま
た
、【
コ
ラ
ム
】は
加
藤
さ
ん
の
発
案
に
よ
り
、
こ
の
年
の
図
書
館
便
り
10
月
号
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
ら
を
読
ん
で
、
問
1
、
問
2
に
答
え
よ
。

【
会
話
の
一
部
】

【
ポ
ス
タ
ー
】

高
野
さ
ん

　  「
返
却
期
限
を
過
ぎ
た
の
に
、
雑
誌
を
返
し
て
い
な
い
人
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
よ
。」

加
藤
さ
ん

　  「
あ
あ
、
や
っ
ぱ
り
今
年
も
か
…
…
」

高
野
さ
ん

　  「
え
？

　
毎
年
こ
う
な
ん
で
す
か
？
」

加
藤
さ
ん

　  「
う
ん
。
去
年
も
図
書
委
員
の
中
で
話
題
に
な
っ
た
ん
だ
。
普
段
の
貸
出
と
夏
季
特

別
貸
出
の
違
い
が
、
生
徒
の
み
ん
な
に
な
か
な
か
伝
わ
っ
て
い
な
い
っ
て
こ
と
な

ん
だ
よ
ね
。
七
月
一
日
か
ら
夏
休
み
前
日
ま
で
は
、
普
段
の
貸
出
と
夏
季
特
別
貸

出
の
両
方
が
行
わ
れ
た
期
間
だ
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
貸
出
の
違
い
を
分
か
っ
て
も

ら
え
な
い
と
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
ち
ゃ
う
ん
だ
よ
ね
。」

高
野
さ
ん

　  「
あ
、
そ
れ
で
、
注
意
喚
起
の
た
め
に
、
カ
ウ
ン
タ
ー
に
こ
の【
ポ
ス
タ
ー
】が
貼
っ

て
あ
る
ん
で
す
ね
。」

加
藤
さ
ん

　  「
そ
う
な
ん
だ
。
み
ん
な
見
て
く
れ
て
い
る
と
思
っ
た
ん
だ
け
ど
な
あ
。
雑
誌
を
借

り
て
い
っ
た
人
は
、
返
却
は
夏
休
み
明
け
一
週
間
で
い
い
と
勘
違
い
し
て
し
ま
う

か
ら
、
例
年
、
こ
の
時
期
は
雑
誌
が
ち
ゃ
ん
と
返
却
さ
れ
な
い
ん
だ
と
思
う
。」

高
野
さ
ん

　  「
そ
う
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
で
も
た
し
か
に
、
分
か
り
に
く
い
で
す
よ
ね
。」

加
藤
さ
ん

　  「
う
ん
。
こ
の
こ
と
は
去
年
だ
け
で
な
く
毎
年
問
題
に
な
っ
て
い
る
ら
し
い
か
ら
、

九
月
の
図
書
委
員
会
の
と
き
に
み
ん
な
で
解
決
案
を
考
え
て
み
よ
う
よ
。」

高
野
さ
ん

　  「
そ
う
で
す
ね
。」

3

平常貸出
（通年）

・書籍は 5冊まで
・雑誌は 3冊まで
・貸出期間は 1週間

夏季特別貸出
（ 7 / 1 ～）

・書籍は冊数無制限
・雑誌は対象外
・貸出期間は夏休み中
　　（夏休み明けの 1週間で返却）

国語
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図書館便り 10 月号
【
コ
ラ
ム
】「平常貸出」と「夏季特別貸出」の違いを、もう一度御確認ください。

今年も南高校図書館では夏季特別貸出が行われました。夏季特別貸出期間中は、今年もた

くさんの貸出がありました。しかしその一方で、夏休みに入ると雑誌の返却を延滞する人が

多くなるという状況が、今年も発生してしまいました。

図書委員会では、毎年このような状況が発生するのは、 7月 1日から平常貸出と夏季特別

貸出が同時に行われている中、この 2種類の貸出の違いを皆さんに十分御理解いただけてい

ないためではないかと考えています。そのため、ここで改めて、「平常貸出」と「夏季特別貸

出」の違いについて御説明します。

「平常貸出」では、「書籍は一人につき 5冊まで、雑誌は一人につき 3冊まで借りられる。

貸出期間は 1週間」となっていますが、「夏季特別貸出」では「書籍は冊数無制限で借りられる

が、雑誌は対象外。返却は夏休み明け 1週間」となっています。つまり、これらの 2種類の

貸出が同時に行われていた 7月 1日から夏休み前日においては、夏休み明け 1週間を返却期

限とする書籍を冊数無制限で、 、 1週間を返却期限とする雑誌を 3冊まで借

りることができるということです。

7月 1日から夏休み前日までの間、書籍と雑誌とで貸出期間が異なることは、たしかに紛

らわしいかもしれません。生徒の皆さんの中には、夏季特別貸出においても雑誌を夏休み明

けまで貸し出せるようにすればいいのではないかという意見があることも、図書委員会では

重々承知しています。しかし、図書館の雑誌は、書籍と違って種類が少ないため、誰か一人

が借り続けてしまうと、雑誌を読みたい他の人がその雑誌をずっと読めないという状況が生

じてしまいます。特に 2年生では、夏休み期間中に課題研究をまとめることになるので、例

年 7月と 8月に雑誌の貸出が集中します。このような理由から、図書委員会では、雑誌は夏

季特別貸出の対象とせず、平常貸出のみで貸出をしたいと考えています。

「平常貸出」と「夏季特別貸出」が重なる期間中は、 2種類の貸出が同時に行われています。

紛らわしくて申し訳ありませんが、この 2種類の貸出の違いを改めて御確認ください。
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問
1

　
九
月
の
図
書
委
員
会
で
は
、
夏
休
み
期
間
中
に
返
却
期
限
を
過
ぎ
て
も
雑
誌
を
返
さ
な
い
人
が
多
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
解
決
策
が
話
し
合
わ
れ
た
。
そ
の
結

果
、
図
書
委
員
会
が
発
行
す
る
図
書
館
便
り
10
月
号
に
前
ペ
ー
ジ
の【
コ
ラ
ム
】を
掲
載
す
る
こ
と
に
し
た
。【
コ
ラ
ム
】の
中
の
空
欄

に
入
る
語
句
と
し
て
適
当
な

も
の
を
ア
〜
オ
の
う
ち
か
ら
す
べ
て
選
ぶ
場
合
、
そ
の
組
合
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
後
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

8

。

ア
　
か
つ

イ
　
ま
た
は

ウ
　
も
し
く
は

エ
　
さ
ら
に
は

オ
　
あ
る
い
は

1
　
ア
と
イ

2
　
ア
と
エ

3
　
イ
と
ウ

4
　
イ
と
ウ
と
オ

5
　
エ
と
オ

国語
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問
2

　【
コ
ラ
ム
】の
書
き
手
は
、
こ
の
文
章
を
ど
の
よ
う
に
組
み
立
て
て
い
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答

番
号
は

9

。

1
　「
問
題
の
生
じ
る
原
因
分
析
」 

↓ 

「
現
状
と
問
題
の
提
示
」 

↓ 

「
二
種
類
の
貸
出
の
説
明
」 

↓ 

「
想
定
さ
れ
る
意
見
へ
の
言
及
」 

↓ 

「
依
頼
」

2
　「
現
状
と
問
題
の
提
示
」 

↓ 

「
二
種
類
の
貸
出
の
説
明
」 

↓ 

「
問
題
の
生
じ
る
原
因
分
析
」 

↓ 

「
想
定
さ
れ
る
意
見
へ
の
言
及
」 

↓ 

「
依
頼
」

3
　「
現
状
と
問
題
の
提
示
」 

↓ 

「
問
題
の
生
じ
る
原
因
分
析
」 

↓ 

「
二
種
類
の
貸
出
の
説
明
」 

↓ 

「
想
定
さ
れ
る
意
見
へ
の
言
及
」 

↓ 

「
依
頼
」

4
　「
問
題
の
生
じ
る
原
因
分
析
」 

↓ 

「
二
種
類
の
貸
出
の
説
明
」 

↓ 

「
現
状
と
問
題
の
提
示
」 

↓ 

「
想
定
さ
れ
る
意
見
へ
の
言
及
」 

↓ 

「
依
頼
」

5
　「
現
状
と
問
題
の
提
示
」 

↓ 

「
想
定
さ
れ
る
意
見
へ
の
言
及
」 

↓ 

「
二
種
類
の
貸
出
の
説
明
」 

↓ 

「
問
題
の
生
じ
る
原
因
分
析
」 

↓ 

「
依
頼
」

国語
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
1
〜
問
6
に
答
え
よ
。

チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
よ
う
な
比
較
的
知
能
が
高
い
動
物
が
、
仲
間
に
対
し
て
、「
お
れ
は
お
ま
え
と
夫
婦
に
な
り
た
い
ぞ
」と
か「
あ
ぶ
な
い
こ
と
が
起
こ
り
そ
う
だ
ぞ
」な
ど
と
い

う
内
容
を
伝
達
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
サ
ル
の
伝
達
行
動
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
ア
メ
リ
カ
で
行
わ
れ
て
い
る
も
の
が
有
名
で
す
が
、
日
本
で
は

京
都
大
学
の
霊
長
類
研
究
所
で
行
わ
れ
て
い
て
、
テ
レ
ビ
や
新
聞
な
ど
で
紹
介
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
ご
存
じ
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。

海
に
棲す

む
ほ
乳
類
で
あ
る
イ
ル
カ
や
ク
ジ
ラ
も
相
当
に
知
能
が
高
く
て
、
人
間
の
耳
に
は
聞
こ
え
な
い
超
音
波
を
使
っ
て
、
仲
間
へ
の
伝
達
行
動
を
行
う
こ
と
が
あ
る
と
い
う

こ
と
も
、
最
近
で
は
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
何
ら
か
の
事
柄
を
他
の
仲
間
に
伝
え
る
手
段
を「
コ
ト
バ
」と
か「
言
語
」と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
人
間
以
外
の
チ
ン
パ

ン
ジ
ー
や
イ
ル
カ
の
よ
う
な
動
物
も
、
コ
ト
バ
を
使
う
の
だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
同
じ
よ
う
に
コ
ト
バ
と
呼
ぶ
と
し
て
も
、
人
間
の
コ
ト
バ
と
動
物
の
コ
ト
バ
と
の
間
に
は
相
当
の
違
い
が
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
同
じ
名

前
で
呼
ば
れ
て
い
て
も
性
質
が
大
き
く
違
う
こ
と
が
あ
る
の
は
、
よ
く
あ
る
こ
と
で
す
。

同
じ「
大
画
面
」と
呼
ば
れ
て
い
て
も
、
十
年
ち
ょ
っ
と
前
の
ワ
ー
プ
ロ
専
用
機
の「
大
画
面
」は
、
わ
ず
か
六
行
程
度
の
表
示
し
か
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
の

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
用
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
の「
大
画
面
」な
ら
ば
、
そ
の
十
倍
く
ら
い
の
行
数
を
表
示
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
事
実
は
、「
大
画
面
」と
い
う
宣
伝
文
句
に
惑

わ
さ
れ
て
六
行
表
示
の
ワ
ー
プ
ロ
を（
別
売
り
の
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
ド
ラ
イ
ブ
を
合
わ
せ
る
と
二
十
五
万
円
も
払
っ
て
）買
っ
た
こ
の
私
に
、
名
前（
言
語
学
的
に
い
う
と「
記

号
」）の
表
す
も
の
の
多
様
性
あ
る
い
は
曖あ
い

昧ま
い

性
を
身
に
し
み
て
感
じ
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
人
間
の
コ
ト
バ
と
動
物
の
コ
ト
バ
と
の
間
に
は
、
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
一
番
大
き
な
違
い
は
、
人
間
の
コ
ト
バ
に
は「
分
節
性
」が
あ

る
の
に
動
物
の
コ
ト
バ
に
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。「
分
節
」と
い
う
用
語
は
国
文
法
で
使
わ
れ
て
い
る「
文
節
」と
発
音
が
同
じ
で
、「
節
」と
い
う
漢
字
も
共
通
で
意
味
も
な
ん

と
な
く
似
て
い
る
た
め
、
こ
の
二
つ
を
混
同
し
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
分
節
」の
ほ
う
は
、
要
す
る
に
文
が
単
語
に
分
か
れ
る
こ
と
、
も
う

ち
ょ
っ
と
専
門
的
に
い
う
と
、
文
と
い
う
記
号
が
よ
り
下
位
の
記
号
単
位
で
あ
る
単
語
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
い
う
性
質
で
す
。

伝
え
た
い
事
柄
を
表
現
す
る
記
号
を「
文
」と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
人
間
で
も
動
物
で
も
コ
ト
バ
に
よ
っ
て
事
柄
を
伝
え
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
ど
ち
ら
の
コ
ト
バ
に
も
文
が
あ
る

と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
で
し
ょ
う
。
人
間
の
コ
ト
バ
、
た
と
え
ば
日
本
語
の「
そ
の
車
は
古
い
」と
い
う
文
で
あ
れ
ば
、「
そ
の
」「
車
」「
は
」「
古
い
」と
い
う
単
語
を
一
列
に
並
べ

る
こ
と
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
ま
す
か
ら
、「
分
節
」が
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
コ
ト
バ
に
は
こ
う
い
う
分
節
が
な
く
て
、
あ
る
一
つ
の
鳴
き
声
が
、「
お
れ
は
お
前
よ
り
強
い
の
だ
ぞ
」と
か「
え
さ
が
近
く
に
あ
る
よ
」な
ど
と
い

う
事
柄
の
全
体
を
表
す
と
い
う
仕
組
み
に
し
か
な
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
つ
ま
り
、
い
く
つ
か
の
違
う
鳴
き
声
を
組
み
合
わ
せ
て
、
あ
る
一
つ
の
事
柄
を
表
す
と
い
う
仕
組
み
で

4

Ａ

（
注
1
）

Ｂ
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は
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
大
変
単
純
だ
と
い
え
ま
す
。

鳴
き
声
を
組
み
合
わ
せ
る
と
い
う
工
夫
が
な
い
と
、
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
事
柄
の
数
は
、
き
ち
ん
と
区
別
し
て
出
し
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
鳴
き
声
の
数
を
越
え
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
か
ら
、
数
と
し
て
は
ず
い
ぶ
ん
少
な
く
て
、
多
く
て
も
三
十
く
ら
い
の
よ
う
で
す
。
要
す
る
に
、
分
節
を
持
た
な
い
コ
ト
バ
を
使
う
こ
と
で
作
り
出
す
こ
と
が
で
き

る
文
の
数
は
、
最
大
で
も
た
っ
た
三
十
個
に
し
か
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
。

私
た
ち
人
間
な
ら
ば
、
一
日
だ
け
で
も
何
百
あ
る
い
は
何
千
も
の
異
な
っ
た
文
を
使
い
分
け
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
た
っ
た
三
十
個
の
文
で
は
ま
と
も
な
伝
達
も
思
考
も
で
き

る
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
昨
日
あ
そ
こ
の
ケ
ー
キ
屋
で
買
っ
て
き
た
イ
チ
ゴ
の
シ
ョ
ー
ト
ケ
ー
キ
が
食
べ
た
い
」な
ん
て
こ
と
は
絶
対
に
言
え
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
十
分
な
単
語
さ
え
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
並
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
く
ら
で
も
異
な
っ
た
文
を
作
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
と
え
ば
、「
太
郎
」「
花
子
」「
男
」「
女
」「
見

た
」「
叩た
た

い
た
」「
は
」「
を
」と
い
う
八
つ
の
単
語
が
あ
る
だ
け
で
も
、
そ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
れ
ば「
太
郎
は
花
子
を
見
た
」「
花
子
は
男
を
叩
い
た
」「
女
は
太
郎
を
見
た
」な
ど
二
十

四
個
も
の
文
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

人
間
の
コ
ト
バ
な
ら
ば
最
低
数
千
ぐ
ら
い
の
単
語
は
も
っ
て
い
ま
す
し
、
一
つ
の
文
を
作
る
の
に
使
わ
れ
る
単
語
の
数
は
、
無
限
に
た
く
さ
ん
と
い
う
こ
と
は
な
く
て
も
、
か

な
り
多
く
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
作
る
こ
と
の
で
き
る
文
の
数
は
、
ほ
と
ん
ど
無
限
と
い
っ
て
も
よ
い
く
ら
い
に
な
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
社
会
が
ど
ん
ど
ん
複
雑
に
な
っ
て
、
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
新
し
い
事
柄
が
い
く
ら
増
え
た
と
し
て
も
、
人
間
の
コ
ト
バ
な
ら
ば
そ
れ
を
文
に
よ
っ
て
ち
ゃ
ん

と
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
動
物
の
コ
ト
バ
だ
と
、
伝
え
る
こ
と
の
で
き
る
事
柄
の
数
は
あ
ら
か
じ
め
決
ま
っ
て
い
て
、
そ
れ
以
上
は
増
や
す
こ
と
が
で

き
な
い
の
で
す
か
ら
、
社
会
と
か
文
化
と
か
が
そ
れ
ま
で
よ
り
複
雑
な
方
向
へ
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
が
難
し
い
、
と
い
う
よ
り
不
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

宮
崎
県
の
ニ
ホ
ン
ザ
ル
の
間
で
、
サ
ツ
マ
イ
モ
な
ど
を
海
水
で
洗
っ
て
塩
味
に
し
て
食
べ
る
と
い
う
行
動
が
広
ま
っ
た
と
い
う
よ
う
な
、
一
種
の
文
明
の
進
歩
が
人
間
以
外
の

動
物
に
も
見
ら
れ
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
も
確
か
で
す
。
そ
れ
に
し
て
も
、
人
間
が
高
度
な
文
明
を
発
達
さ
せ
た
の
に
、
動
物
は
昔
か
ら
今
ま
で
ず
っ
と
同
じ
よ
う
な
生

き
方
を
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
の
原
因
の
う
ち
で
、
最
も
重
要
な
も
の
の
一
つ
は
、
コ
ト
バ
に
分
節
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
事
実
だ
っ
た
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

で
し
ょ
う
。

単
語
を
並
べ
て
文
を
作
り
、
文
に
よ
っ
て
事
柄
を
表
そ
う
と
す
れ
ば
、
単
語
の
並
び
方
に
は
必
ず
規
則
性
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
文
を
構
成
し
て
い
る
単
語
の
並
び
方
を

示
し
た
も
の
を「
構
造
」と
呼
び
ま
す
か
ら
、
人
間
の
コ
ト
バ
の
文
に
は
必
ず
構
造
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

英
語
で
も
日
本
語
で
も
、
あ
る
い
は
他
の
ど
ん
な
言
語
で
も
、
文
に
ど
う
い
う
構
造
が
あ
る
の
か
を
研
究
す
る
の
が
言
語
学
の
一
つ
の
大
き
な
目
標
と
な
っ
て
い
て
、
な
か
な

か「
文
の
構
造
な
ら
こ
れ
で
何
で
も
表
せ
る
ぞ
！
」と
い
う
成
果
が
ま
だ
出
て
い
な
い
く
ら
い
難
し
い
分
野
で
は
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
動
物
の
コ
ト
バ
に
は
文
だ
け
あ
っ
て
単
語

Ｃ

Ｄ
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は
な
い
の
で
す
か
ら
、
構
造
な
ど
は
当
然
あ
り
え
な
い
わ
け
で
、
と
に
か
く
や
っ
ぱ
り
動
物
の
コ
ト
バ
は
あ
ま
り
に
も
単
純
な
の
で
す
。

こ
う
い
う
ふ
う
に
、
人
間
の
コ
ト
バ
と
動
物
の
コ
ト
バ
と
の
間
に
は
、
越
え
が
た
い
大
き
な
溝
が
あ
る
の
で
し
て
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
や
イ
ル
カ
が
い
く
ら
知
能
が
高
い
と
い
っ

て
も
、
彼
ら
の
中
か
ら
そ
の
う
ち
複
雑
な
コ
ト
バ
を
操
る
者
が
出
て
く
る
と
い
う
の
は
、
お
よ
そ
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
。

た
だ
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
中
に
は
相
当
に
賢
い
の
も
い
て
、
た
と
え
ば
赤
い
カ
ー
ド
は「
リ
ン
ゴ
」を
表
し
、
緑
の
カ
ー
ド
は「
食
べ
た
い
」と
い
う
こ
と
を
表
す
の
だ
と
い
う
よ

う
な
こ
と
を
教
え
て
や
れ
ば（
こ
う
い
う
こ
と
を
覚
え
る
の
な
ら
ば
、
多
分
イ
ヌ
で
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
）、
赤
い
カ
ー
ド
と
緑
の
カ
ー
ド
を
並
べ
て
、「
リ

ン
ゴ
を
食
べ
た
い
」と
い
う
事
柄
を
人
間
に
伝
え
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
そ
う
で
す
。

つ
ま
り
こ
の
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
、
訓
練
に
よ
っ
て
文
よ
り
小
さ
い
単
位
で
あ
る
単
語
を
獲
得
し
、
そ
の
単
語
を
並
べ
る
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
、
構
造
の
概
念
を
な
ん
ら
か
の

形
で
理
解
し
て
い
る
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
に
は
、
人
間
の
コ
ト
バ
の
基
本
的
な
部
分
を
覚
え
て
使
う
ぐ
ら
い
の
知
能
は
あ
る
の
で
し
ょ

う
。し

か
し
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
が
人
間
の
助
け
を
借
り
ず
に
、
自
分
で
カ
ー
ド
と
か
そ
れ
に
類
し
た
も
の
を
作
り
、
そ
れ
を
使
っ
て
他
の
仲
間
に
あ
る
事
柄
を
伝
達
す
る
な
ど
と
い

う
こ
と
は
観
察
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
し
、
ま
あ
、
こ
れ
か
ら
も
そ
う
い
う
事
態
が
起
き
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
大
体
そ
う
い
う
面
倒
な
こ
と
を
し
て
伝
達
を
行
う
と
す

れ
ば
、
い
つ
も
カ
ー
ド
を
持
ち
歩
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。「
カ
ー
ド
を
も
っ
た
サ
ル
」の
集
団
が
こ
の
世
に
出
現
す
る
可
能
性
は
、
ま
ず
な
い
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
発
声
器
官
は
、
人
間
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
音
を
発
音
し
分
け
る
よ
う
な
仕
組
み
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
だ
そ
う
で
、
音
声
を
用
い
た
コ
ト
バ
を
彼

ら
が
使
う
よ
う
に
な
る
こ
と
も
あ
り
え
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
音
で
は
な
く
身
振
り
と
か
指
で
作
っ
た
形
と
か
を
使
っ
て
意
味
を
表
現
す
る
こ
と
を
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
た
ち
が
覚

え
る
可
能
性
が
全
く
な
い
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
可
能
性
が
低
い
の
が
、
彼
ら
が
自
分
た
ち
の
コ
ト
バ
に
、
分
節
と
い
う
性
質
を
自
然
に
取
り
入
れ
る
よ
う
に

な
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
が
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
で
あ
る
限
り
は
、
彼
ら
の
コ
ト
バ
が
人
間
の
コ
ト
バ
と
同
じ
仕
組
み
を
も
つ
よ
う
に
な
る
こ
と
は
な
い
と
言
っ

て
い
い
で
し
ょ
う
。

人
間
と
は
違
う
ん
だ
と
ば
か
り
い
う
の
も
可か

わ
い
そ
う

哀
想
で
す
か
ら
、
動
物
の
コ
ト
バ
と
人
間
の
コ
ト
バ
の
共
通
点
も
あ
げ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
、
動
物
の
コ
ト
バ
も「
コ
ト
バ
」

と
呼
ば
れ
る
以
上
は
記
号
で
す
か
ら
、
私
た
ち
の
知
覚
に
直
接
伝
わ
る
部
分
で
あ
る「
能
記
」と
記
号
の
意
味
で
あ
る「
所
記
」を
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
人
間
の
コ
ト
バ
で

は
、
能
記
と
所
記
と
の
関
係
が「
恣し

意い

的
」で
あ
る
の
で
す
が
、
動
物
の
コ
ト
バ
で
も
、
先
に
お
話
し
し
た
ベ
ル
ベ
ッ
ト
サ
ル
の
よ
う
に
、
三
十
く
ら
い
の
数
の
記
号
を
区
別
す
る

レ
ベ
ル
で
あ
れ
ば
、
能
記
と
所
記
の
関
係
は
恣
意
的
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
伝
え
ら
れ
る
事
柄
が
仲
間
に
対
す
る
好
意
と
か
敵
意
の
表
現
だ
け
と
い
う
よ
う
に
、
非
常
に
少
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
感
情
と
そ
れ
を
表
現
す
る
鳴
き
声

と
の
間
に
、
か
な
り
自
然
な
関
係
が
あ
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
こ
う
い
う
時
は
恣
意
性
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
結
局
、
人
間
の
コ
ト
バ
よ
り
程
度
が
劣
る
場

（
注
2
）

（
注
3
）
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合
は
あ
る
に
せ
よ
、
動
物
の
コ
ト
バ
に
も
恣
意
性
は
認
め
ら
れ
る
と
し
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

実
際
、
ミ
ツ
バ
チ
の
よ
う
な
、
サ
ル
な
ど
よ
り
は
は
る
か
に
知
能
の
劣
る
昆
虫
で
す
ら
、
え
さ
の
あ
る
場
所
ま
で
の
距
離
や
方
向
を
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
の
8
の
字
の
形
に
な
る

よ
う
に
、
巣
箱
の
中
で
這は

い
回
る
こ
と
に
よ
っ
て
伝
え
る
と
い
う
行
為
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
国
語
の
教
科
書
に
も
載
る
ほ
ど
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
す
。
ミ
ツ
バ
チ

の
こ
の
這
い
回
り
、
あ
る
い
は
も
っ
と
優
雅
に「
ダ
ン
ス
」と
呼
ば
れ
る
動
き
は
、
そ
れ
が
え
さ
場
ま
で
の
距
離
や
方
向
を
表
し
て
い
る
か
ら
に
は
記
号
な
の
で
あ
り
、
し
か
も
え

さ
場
に
つ
い
て
の
情
報
を
伝
え
る
た
め
に
ダ
ン
ス
を
踊
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
必
然
性
は
ど
こ
に
も
な
い
の
で
す
か
ら
、
ど
こ
に
出
し
て
も
恥
ず
か
し
く
な
い
ほ
ど
の
恣

意
性
を
備
え
て
い
る
と
い
っ
て
か
ま
い
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
、
動
物
の
コ
ト
バ
と
人
間
の
コ
ト
バ
は
、
ど
ち
ら
も
記
号
で
あ
っ
て
恣
意
性
も
あ
る
の
だ
と
い
う
点
で
は
共
通
で
す
が
、
何
よ
り
動
物
の
コ
ト
バ
に
は
人
間
の
コ

ト
バ
に
あ
る
分
節
が
な
い
た
め
、
伝
え
る
こ
と
の
で
き
る
事
柄
の
数
が
極
端
に
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
致
命
的
な
欠
陥
が
あ
る
の
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
私
な
ど

は
、
動
物
に
も
コ
ト
バ
が
あ
る
と
言
う
の
は
ち
ょ
っ
と
無
理
な
ん
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
な
ど
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。

（
町
田
健『
言
語
学
が
好
き
に
な
る
本
』に
よ
る
。）

（
注
1
）　

十
年
ち
ょ
っ
と
前
―
―
こ
の
文
章
の
出
典
は
、
平
成
十
一
年
に
出
版
さ
れ
た
。

（
注
2
）　

恣
意
―
―
筆
者
に
よ
る
と
こ
こ
で
は
、「
目
」と
い
う
意
味
を
表
す
の
に「
メ
」（m

e

）と
い
う
音
を
当
て
る
必
然
性
は
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
。

（
注
3
）　

先
に
お
話
し
し
た
ベ
ル
ベ
ッ
ト
サ
ル
―
― 
ベ
ル
ベ
ッ
ト
サ
ル
は
主
に
サ
バ
ン
ナ
地
帯
に
生
息
す
る
サ
ル
の
一
種
。
本
文
の
未
掲
載
部
分
に
こ
の
サ
ル
を
素
材
に
し

た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
へ
の
言
及
が
あ
る
。
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問
1　

傍
線
部
Ａ　

同
じ
名
前
で
呼
ば
れ
て
い
て
も
性
質
が
大
き
く
違
う
こ
と
が
あ
る
の
は
、
よ
く
あ
る
こ
と
で
す
。　

と
あ
る
が
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の

を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

10

。

1　

機
械
と
し
て
は
全
く
同
一
の「
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
」が
、
使
う
人
に
よ
っ
て
違
う
機
能
を
果
た
す
道
具
と
な
っ
て
い
る
。

2　
「
あ
め
を
な
め
る
」と
い
う
と
き
の「
あ
め
」と「
あ
め
が
降
る
」の「
あ
め
」で
は
そ
の
指
し
示
す
内
容
は
異
な
る
。

3　

同
じ
飛
行
機
と
い
う
名
前
で
も
百
年
前
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
と
、
現
在
の
も
の
と
で
は
全
く
違
う
機
械
と
な
っ
て
い
る
。

4　

十
年
前
の
幼
少
期
に
広
い
と
感
じ
た
児
童
公
園
が
、
時
間
の
経
っ
た
現
在
で
は
同
じ
広
さ
で
も
小
さ
な
公
園
だ
と
感
じ
る
。

5　

降
雨
時
に
着
用
す
る
雨
ガ
ッ
パ
と
レ
イ
ン
コ
ー
ト
は
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
が
違
う
の
で
、
表
現
も
違
う
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

問
2　

傍
線
部
Ｂ　

人
間
の
コ
ト
バ
に
は「
分
節
性
」が
あ
る
の
に
動
物
の
コ
ト
バ
に
は
な
い　

と
あ
る
が
、
人
間
の
コ
ト
バ
の
仕
組
み
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適

当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

11

。

1　
「
分
節
」と
は
文
が
単
語
に
分
か
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、「
分
節
」に
よ
っ
て
、
単
語
を
並
べ
替
え
る
こ
と
な
く
一
つ
の
事
柄
を
示
す
単
純
な
仕
組
み
が
成
り

立
っ
て
い
る
。

2　
「
分
節
」と
は
文
が
単
語
で
区
切
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、「
分
節
」に
よ
っ
て
、
単
語
を
組
み
合
わ
せ
て
一
つ
の
事
柄
を
表
す
と
い
う
複
雑
な
仕
組
み
が
成
り

立
っ
て
い
る
。

3　
「
分
節
」と
は
文
が
単
語
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、「
分
節
」に
よ
っ
て
、
単
語
を
並
列
に
並
べ
る
こ
と
で
伝
達
の
可
能
性
を
狭
め
る
仕
組
み
が
成
り

立
っ
て
い
る
。

4　
「
分
節
」と
は
文
を
単
語
で
区
切
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、「
分
節
」に
よ
っ
て
、
単
語
が
様
々
に
組
み
合
わ
さ
れ
る
こ
と
で
思
考
の
拡
散
を
防
ぐ
仕
組
み
が
成
り

立
っ
て
い
る
。

5　
「
分
節
」と
は
文
を
単
語
で
分
け
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、「
分
節
」に
よ
っ
て
、
組
合
せ
を
必
要
と
せ
ず
に
多
く
の
事
柄
を
伝
達
す
る
高
度
な
仕
組
み
が
成
り
立
っ

て
い
る
。
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問
3　

傍
線
部
Ｃ　

社
会
と
か
文
化
と
か
が
そ
れ
ま
で
よ
り
複
雑
な
方
向
へ
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
が
難
し
い
、
と
い
う
よ
り
不
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す　

と
あ
る
が
、

な
ぜ
そ
う
言
え
る
の
か
、
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

12

。

1　

社
会
が
複
雑
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
伝
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
事
柄
が
増
え
る
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
が
、
動
物
の
コ
ト
バ
は
伝
え
ら
れ
る
事
柄
の
数
が
決

ま
っ
て
い
る
た
め
、
社
会
を
複
雑
に
変
化
さ
せ
る
力
を
も
た
な
い
か
ら
。

2　

人
類
は
多
く
の
事
柄
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
コ
ト
バ
を
操
り
、
高
度
な
文
明
を
発
達
さ
せ
て
き
た
が
、
最
近
は
ニ
ホ
ン
ザ
ル
の
例
の
よ
う
に
、
新
し
い
コ
ト
バ
に

よ
っ
て
文
明
を
進
歩
さ
せ
て
い
る
動
物
た
ち
も
出
現
し
て
き
て
い
る
か
ら
。

3　

文
化
そ
の
も
の
の
複
雑
さ
は
人
間
も
動
物
も
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
が
、
コ
ト
バ
の
組
合
わ
せ
の
単
純
さ
に
よ
り
、
動
物
の
社
会
は
人
間
の
社
会
の
よ
う
に
発
展
す
る

こ
と
が
で
き
ず
、
長
い
間
同
じ
生
き
方
を
強
い
ら
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
。

4　

社
会
が
複
雑
で
あ
る
か
単
純
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
た
の
は
、
ニ
ホ
ン
ザ
ル
が
一
種
の
文
明
の
進
歩
を
見
せ
た
こ
と
が
発
端
で
あ
り
、
人
間
と

動
物
の
コ
ト
バ
の
仕
組
み
自
体
は
考
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
。

5　

伝
え
る
事
柄
が
複
雑
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
伝
え
る
手
段
で
あ
る
コ
ト
バ
が
複
雑
化
す
る
こ
と
と
同
義
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
動
物
に
は
コ
ト
バ
が
な
く
、
仲
間

に
対
し
て
自
分
の
考
え
を
伝
え
る
手
段
を
も
っ
て
は
い
な
い
か
ら
。

問
4　

傍
線
部
Ｄ　

単
語
の
並
び
方
に
は
必
ず
規
則
性
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん　

と
あ
る
が
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る「
規
則
性
」が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
事
例
を
、
次
の

1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

13

。

1　

チ
ン
パ
ン
ジ
ー
が
仲
間
に「
お
れ
は
お
ま
え
と
夫
婦
に
な
り
た
い
ぞ
」と
い
う
内
容
を
伝
達
す
る
。

2　

イ
ル
カ
や
ク
ジ
ラ
が
人
間
の
耳
に
は
聞
こ
え
な
い
超
音
波
を
使
っ
て
仲
間
へ
の
伝
達
行
動
を
す
る
。

3　

ニ
ホ
ン
ザ
ル
が
サ
ツ
マ
イ
モ
を
海
水
で
洗
い
塩
味
に
し
て
食
べ
る
と
い
う
方
法
を
仲
間
に
広
め
る
。

4　

訓
練
さ
れ
た
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
が
カ
ー
ド
を
使
っ
て「
リ
ン
ゴ
が
食
べ
た
い
」と
人
間
に
伝
達
す
る
。

5　

ミ
ツ
バ
チ
が「
ダ
ン
ス
」と
呼
ば
れ
る
動
き
で
え
さ
の
あ
る
場
所
ま
で
の
距
離
や
方
向
を
伝
え
る
。
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問
5　

本
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

14

。

1　

人
間
と
動
物
の
コ
ト
バ
の
違
い
は
あ
ま
り
明
確
で
は
な
く
、
昆
虫
の
コ
ト
バ
と
の
違
い
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
が
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
や
イ
ル
カ
な
ど
の
知
能
の
高
い

動
物
に
つ
い
て
は
、
人
間
に
近
い
性
質
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

2　

動
物
の
中
に
は
訓
練
に
よ
っ
て
人
間
と
同
様
の
コ
ト
バ
を
獲
得
す
る
も
の
が
お
り
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
カ
ー
ド
に
類
し
た
も
の
で
訓
練
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り

複
雑
な
社
会
を
作
る
基
礎
と
な
る
よ
う
な
文
章
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

3　

動
物
に
お
い
て
も
、
知
覚
に
直
接
伝
わ
る
部
分
と
記
号
の
意
味
と
の
間
に
は
強
い
結
び
付
き
が
あ
り
、
ハ
チ
が「
ダ
ン
ス
」と
呼
ば
れ
る
動
き
を
す
れ
ば
、
ど
ん
な
ハ

チ
の
ダ
ン
ス
で
も「
え
さ
場
に
関
す
る
情
報
」を
伝
え
る
意
味
を
も
つ
。

4　

動
物
の
コ
ト
バ
の
特
徴
は
、
文
を
構
成
し
て
い
る
単
語
の
並
び
方
に
構
造
や
規
則
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
人
間
の
コ
ト
バ
の
よ
う
に
単
語
を
記
号
に
置
き

換
え
て
自
由
に
組
み
合
わ
せ
る
仕
組
み
に
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

5　

人
間
の
コ
ト
バ
の
特
徴
は
、
文
を
単
語
に
分
け
る
分
節
性
に
よ
っ
て
新
し
い
事
柄
を
い
く
ら
で
も
表
現
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、
動
物
の
コ
ト
バ
の
よ
う
に
一
つ
の
鳴

き
声
が
事
柄
全
体
を
表
す
と
い
う
仕
組
み
に
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

国語
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問
6　

こ
の
文
章
に
お
け
る
論
の
展
開
と
構
成
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

15

。

1　

人
間
と
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
コ
ト
バ
に
つ
い
て
の
研
究
成
果
か
ら
始
め
、
複
雑
さ
と
い
う
視
点
か
ら
人
間
社
会
と
動
物
社
会
の
共
通
点
を
列
挙
し
た
後
で
、
社
会
を
つ

く
る
コ
ト
バ
の
役
割
を
コ
ト
バ
の
特
徴
か
ら
論
じ
て
い
る
。

2　

人
間
と
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
や
イ
ル
カ
な
ど
の
コ
ト
バ
の
研
究
成
果
か
ら
始
め
、
コ
ト
バ
が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
か
を
明
ら
か
に
し
、
最
後
に
自
分
の
研
究

の
経
過
を
述
べ
る
こ
と
で
、
コ
ト
バ
の
本
質
に
迫
っ
て
い
る
。

3　

人
間
と
動
物
の
コ
ト
バ
の
違
い
に
つ
い
て
、
初
め
に
共
通
点
を
述
べ
る
こ
と
で
コ
ト
バ
そ
の
も
の
の
性
質
を
明
確
に
し
、
次
に
相
違
点
を
述
べ
る
こ
と
で
違
い
を
浮

き
彫
り
に
し
て
、
コ
ト
バ
と
は
何
か
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

4　

人
間
と
動
物
の
コ
ト
バ
に
つ
い
て
、
人
間
の
コ
ト
バ
に
特
有
な
性
質
を
示
し
つ
つ
、
一
方
で
動
物
の
コ
ト
バ
の
特
徴
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
結
論
と
し
て
両
者
の
差

異
を
明
確
に
し
て
、
コ
ト
バ
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
っ
て
い
る
。

5　

人
間
と
動
物
の
コ
ト
バ
の
違
い
を
論
じ
つ
つ
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
な
ど
の
一
部
の
動
物
の
飛
び
ぬ
け
た
知
能
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
、
ミ
ツ
バ
チ
な
ど
の
生
き
物
と
は

異
な
る
猿
や
人
間
の
コ
ト
バ
の
特
質
を
と
ら
え
て
示
し
て
い
る
。
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次
の
Ⅰ
・
Ⅱ
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
1
〜
問
5
に
答
え
よ
。

Ⅰ⎩―――⎧

若
侍
が
、
狐き

つ
ね

が
取
り
憑つ

い
た
巫み

女こ

か
ら
狐
が
大
切
に
所
持
す
る
白
い
宝
玉
を
取
り
上
げ
た
と
こ
ろ
、
狐
は
、
宝
玉
を
返
し
て
く
れ
れ
ば
若
侍
を
末
長
く
守
る
と
約
束

し
た
。
そ
こ
で
、
若
侍
が
宝
玉
を
返
す
と
、
狐
は
喜
ん
で
受
け
取
り
、
取
り
憑
い
て
い
た
巫
女
か
ら
離
れ
去
っ
た
。

⎭―――⎫

そ
の
後
、
こ
の
玉
取
り
の
男
、
太う

づ

秦ま
さ

に
参
り
て
帰
り
け
る
に
、
暗
く
な
る
程
に
御み

堂だ
う

を
出い

で
て
帰
り
け
れ
ば
、
夜
に
入
り
て
ぞ
内う

ち

野の

を
通
り
け
る
に
、
応
天
門
の
程
を
過
ぎ
む

と
す
る
に
、
い
み
じ
く
物
怖
ろ
し
く
思お

ぼ

え
け
れ
ば
、「
何い

か

な
る
に
か
」と
怪
し
く
思
ふ
程
に
、「
実ま

こ
と

や
、『
我
を
守
ら
む
』と
云い

ひ
し
狐
あ
り
き
か
し
」と
思
ひ
出
で
て
、
暗
き
に
只た

だ

独
り
立
ち
て
、「
狐
々
」と
呼
び
け
れ
ば
、
こ
う
こ
う
と
鳴
き
出
で
来
に
け
り
。
見
れ
ば
、
現あ

ら
は

に
あ
り
。

「
さ
れ
ば
こ
そ
」と
思
ひ
て
、
男
狐
に
向
か
ひ
て
、「
和
狐
、
実
に
虚そ

ら

言ご
と

せ
ざ
り
け
り
。
い
と
哀
れ
な
り
。
こ
こ
を
通
ら
む
と
思
ふ
に
、
極
め
て
物
怖
ろ
し
き
を
、
我
送
れ
」と
云

ひ
け
れ
ば
、
狐
聞
き
知
り
顔
に
て
見
返
る
見
返
る
行
き
け
れ
ば
、
男
そ
の
後し

り
へ

に
立
ち
て
行
く
に
、
例
の
道
に
は
あ
ら
で
異こ

と

道み
ち

を
経へ

て
行
き
行
き
て
、
狐
立
ち
留と

ど

ま
り
て
、
背
中

を
曲か

が

め
て
抜
き
足
に
歩
み
て
見
返
る
所
あ
り
。
そ
の
ま
ま
に
男
も
抜
き
足
に
歩
み
て
行
け
ば
、
人
の
気け

色し
き

あ
り
。
や
は
ら
見
れ
ば
、
弓き

う

箭ぜ
ん

兵ひ
や
う
ぢ
や
う

を
帯
し
た
る
者
ど
も
数あ

ま
た

立
ち

て
、
事
の
定
め
を
す
る
を
、
垣
超
し
に
や
は
ら
聞
け
ば
、
早
う
盗
人
の
入
ら
む
ず
る
所
の
事
定
む
る
な
り
け
り
。「
こ
の
盗
人
ど
も
は
道
理
の
道
に
立
て
る
な
り
け
り
。
さ
れ
ば

そ
の
道
を
ば
経
で
は
ざ
ま
よ
り
ゐ
て
通
る
な
り
け
り
。
狐
そ
れ
を
知
り
て
そ
の
盗
人
の
立
て
る
道
を
ば
経
た
る
」と
知
り
ぬ
。
そ
の
道
出
で
果
て
に
け
れ
ば
、
狐
は
失
せ
に
け

り
。
男
は
平
ら
か
に
家
に
帰
り
に
け
り
。
狐
こ
れ
に
あ
ら
ず
、
か
や
う
に
し
つ
つ
常
に
こ
の
男
に
副そ

ひ
て
、
多
く
助
か
る
事
ど
も
ぞ
あ
り
け
る
。
実
に
、「
守
ら
む
」と
云
ひ
け
る

に
違た

が

ふ
事
な
け
れ
ば
、
男
返
す
返
す
あ
は
れ
に
な
む
思
ひ
け
る
。
か
の
玉
を
惜
し
み
て
与
へ
ざ
ら
ま
し
か
ば
、
男
吉よ

き
事
な
か
ら
ま
し
。
し
か
れ
ば
、「
賢
く
渡
し
て
け
り
」と
ぞ

思
ひ
け
る
。

（『
今
昔
物
語
集
』に
よ
る
。）

5

（
注
1
）

（
注
2
）

（
注
3
）

（
注
4
）

Ａ

（
注
5
）

（
注
6
）

（
注
7
）

Ｂ
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Ⅱ⎩―――――⎧

王お
う

度た
く

は
、
師
と
し
て
仕
え
て
い
た
人
物
の
死
に
際
し
、
持
っ
て
い
れ
ば
、
多
く
の
妖
怪
は
遠
ざ
か
る
と
い
う
古
鏡
を
手
に
入
れ
、
そ
れ
を
宝
と
し
た
。
あ
る
時
、
王
度

が
旅
の
途
中
に
宿
泊
し
た
程
雄
の
家
に
、
非
常
に
礼
儀
正
し
く
美
し
い
、
鸚あ

う

鵡む

と
い
う
使
用
人
の
女
が
い
た
。
鸚
鵡
が
王
度
の
古
鏡
を
見
て
逃
げ
よ
う
と
し
た
の
で
、
王

度
が
問
い
詰
め
る
と
、
自
分
は
千
年
生
き
る
古こ

狸り

で
、
こ
れ
ま
で
人
の
姿
に
化
け
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
に
仕
え
て
き
た
と
白
状
し
た
。

⎭―――――⎫

度ハ 

又 
謂い
ヒ
テ

  
曰い
ハ
ク、「
汝な
ん
ぢ
ハ

  

本 

老 

狸ニ
シ
テ、
変ジ
テ

 

形ヲ 

為な
ル 

人ト。
豈あ
ニ 

不ざ
ラ
ン

  

害セ 

人ヲ 

也や
ト。」 

婢ひ 

曰ハ
ク、「
変ジ
テ

 

形ヲ 

事つ
か
フ

 

人ニ、
非あ
ら
ザ
ル

  

有ル
ニ

  

害ス
ル
コ
ト

   

也な
り

。
但た

だ 

逃 
匿 
幻 

惑ハ、
神 

道ノ 

所ナ
レ
バ

   

悪に
く
ム、  

自
お
の
づ
か
ラ

   

当ま
さ
ニ

  

至あ
た
ル

 

死ニ 

耳の
み
ト。」 

度 

又 

謂ヒ
テ

 

曰ハ
ク、「

欲ス 

捨ゆ
る
サ
ン
ト

 　

汝ヲ、

可ナ
ラ
ン

  

乎か
ト。」 

鸚 

鵡 

曰ハ
ク、「

辱か
た
じ
ケ
ナ
ク
ス

     

公ノ 

厚 

賜ヲ。
豈ニ 

敢あ
ヘ
テ

  

忘レ
ン
ヤ

  

徳ヲ。
然し

か
レ
ド
モ

   

天 

鏡 

一タ
ビ

 

照ラ
サ
バ、

不ず 

可べ
カ
ラ

  

逃ル 

形ヲ。
但 

久シ
ク

  

為セ
バ

 

人 

形ヲ、
羞ヅ 

復ス
ル
コ
ト
ヲ

     

故も
と
ノ

 

体ニ。
願ハ

ク
ハ
  

緘と
ヂ 

於 

匣は
こ
ヲ、

許セ
ト

 

尽ク
シ
テ

  

酔ゑ
ヒ
ヲ

  

而 

終ハ
ラ
ン
コ
ト
ヲ

。」   

度 

又 

謂ヒ
テ

 

曰ハ
ク、「

緘ヂ
ナ
バ

  

鏡ヲ 

於 

匣ニ、
汝ハ  

不ラ
ン

 

逃レ 

乎や
ト。」 

鸚 

鵡 

笑ヒ
テ

 

曰ハ
ク、「

公ニ
ハ

   

適
た
ま
た
ま

 
有リ

テ
 

美 

言
、
尚な

ホ 

許セ
リ

 

相 

捨サ
ン
コ
ト
ヲ

。  

緘ヂ
テ

 

鏡ヲ 

而 

走に
ゲ
シ
モ、  

豈ニ 

不ラ
ン
ヤ

  

終ヘ 

恩ヲ。
但 

天  

鏡 

一タ
ビ

 

臨マ
バ、

竄か
く
ス
ニ

  

跡ヲ 

無シ 

路み
ち

。
惟た

だ  

希
こ
ひ
ね
が
ヒ

  

数 
刻 
之の 

命ヲ、
以も

つ
テ

 

尽ク
サ
ン

  

一 

生 

之 

歓ヲ 

耳ト。」 

度ハ 

登た
だ
ち時 

為た
め
ニ

 

匣ニ
シ

 

鏡ヲ、

又 

為ニ 

致シ 

酒ヲ、  

悉
こ
と
ご
と
ク

  

召シ 

雄ノ 

家ノ 

隣 

里ヲ、
与と

も
ニ

  

宴え
ん  

謔ぎ
や
く
ス。

婢ハ  
頃し

ば
ら
ク
ニ
シ
テ

     

大お
ほ
イ
ニ

  

酔ヒ、
奮ツ

テ

 

衣ヲ 

起た
チ
テ

  

舞ヒ
テ

 

而 

歌ヒ
テ

 

曰ハ
ク、

「
宝 

鏡 

宝 

鏡　
　
　

哀か
な
シ
イ

   

哉か
な 

予わ
ガ 

命

 

自よ
リ 

我ガ 

離レ
シ

 

形ヲ　
　
　

于い 

今ま
ニ 

幾 

姓ゾ レ

レ

レ

レ

（
注
8
）

レ

レ

レ

レ

（
注
9
）

（
注
10
）

レ

ベ
キレ

レ

レ

レ

二

一

レ

レ

レ

レ

二

一

レ

二

一
Ｃ

二

一

二

レ

一

二

一

レ

二

一

二

一

レ

レ

レ

レ

レ

二

一

二

一

ニ

レ

レ

二

一

レ

二

一レ

（
注
11
）

（
注
12
）
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生ハ  

雖い
へ
ど
モ

  

可シ
ト

 

楽シ
ム

　
　
　

死モ 

必ズ 

不 

傷う
れ
へ

 

何な
ん 

為す
レ
ゾ

  

眷け
ん 

恋れ
ん
シ
テ

　
　
　

守ラ
ン
ト

  

此ノ 

一 

方ヲ 

」

歌 
訖を

ハ
リ
テ

   
再 

拝シ、
化シ

テ

 

為リ
テ

 

老 

狸ト 

而 

死ス。
一 

座 

驚き
や
う 

歎た
ん
セ
リ。

（『
古
鏡
記
』に
よ
る
。）

（
注
1
）　

太
秦
―
―
今
の
京
都
市
に
あ
る
広
隆
寺
を
さ
す
。

（
注
2
）　

内
野
―
―
大
内
裏
の
中
。

（
注
3
）　

応
天
門
―
―
大
内
裏
の
中
の
南
側
に
あ
る
門
。

（
注
4
）　

和
狐
―
―
「
和
」は
相
手
に
対
す
る
親
愛
の
気
持
ち
を
表
す
。

（
注
5
）　

弓
箭
兵

―
―
弓
矢
と
刀
剣
な
ど
の
武
器
。

（
注
6
）　

早
う
―
―
な
ん
と
。
じ
つ
は
。

（
注
7
）　

道
理
の
道
―
―
通
常
通
る
道
。
表
通
り
。

（
注
8
）　

婢
―
―
女
性
の
使
用
人
。
こ
こ
で
は
鸚
鵡
の
こ
と
。

（
注
9
）　

逃
匿
幻
惑
―
―
逃
げ
隠
れ
し
た
り
、
人
目
を
く
ら
ま
し
惑
わ
し
た
り
す
る
こ
と
。

（
注
10
）　

神
道
―
―
こ
こ
で
は「
神
」の
意
味
。

（
注
11
）　

于
今
―
―
「
于
」は
置
き
字
。

（
注
12
）　

幾
姓
―
―
い
く
つ
も
の
王
朝
。

（
注
13
）　

眷
恋
―
―
恋
い
慕
う
。

レ

レ

レ

（
注
13
）

二

一

二

一
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問
1　

傍
線
部
Ａ　

例
の
道
に
は
あ
ら
で
異
道
を
経
て
行
き
行
き
て
、
狐
立
ち
留
ま
り
て
、
背
中
を
曲
め
て
抜
き
足
に
歩
み
て
見
返
る
所
あ
り　

と
は
ど
の
よ
う
な
様
子
を
述
べ

て
い
る
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

16

。

1　

狐
は
指
定
さ
れ
た
道
に
は
盗
賊
は
い
な
い
と
思
い
つ
つ
念
の
た
め
違
う
道
を
通
っ
た
が
、
男
の
不
安
を
解
消
す
る
た
め
に
物
陰
に
隠
れ
な
が
ら
歩
い
て
い
る
。

2　

狐
は
い
つ
も
の
道
に
は
盗
賊
が
い
て
危
険
だ
と
知
っ
て
い
た
の
で
違
う
道
を
通
り
つ
つ
、
男
を
気
遣
い
な
が
ら
盗
賊
に
見
つ
か
ら
な
い
よ
う
に
歩
い
て
い
る
。

3　

狐
は
普
段
使
っ
て
い
る
道
に
は
盗
賊
が
い
る
と
察
知
し
て
獣
道
を
選
ん
で
通
っ
た
が
、
男
が
そ
れ
に
気
づ
き
責
め
た
た
め
お
ど
お
ど
し
な
が
ら
歩
い
て
い
る
。

4　

男
は
い
つ
も
な
ら
ば
裏
通
り
に
は
盗
賊
が
い
る
は
ず
だ
と
警
戒
し
な
が
ら
通
っ
た
の
に
、
狐
は
恐
れ
る
こ
と
も
な
く
の
ん
び
り
と
や
す
み
や
す
み
歩
い
て
い
る
。

5　

男
は
い
つ
も
の
よ
う
に
盗
賊
は
い
な
い
と
思
い
人
通
り
の
な
い
道
を
通
っ
た
た
め
、
狐
は
異
変
を
察
知
し
て
周
囲
の
様
子
を
伺
い
な
が
ら
慎
重
に
歩
い
て
い
る
。

問
2　

傍
線
部
Ｂ　

男
返
す
返
す
あ
は
れ
に
な
む
思
ひ
け
る　

の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

17

。

1　

狐
は
男
が
自
分
を
信
用
し
て
何
度
も
助
け
を
求
め
て
き
た
こ
と
に
あ
き
れ
て
し
ま
っ
た
。

2　

狐
は
男
が
い
つ
ま
で
も
恩
返
し
は
続
く
と
思
い
込
ん
で
い
る
こ
と
を
哀
れ
だ
と
思
っ
た
。

3　

男
は
狐
が
男
と
の
約
束
を
違
え
る
こ
と
な
く
自
分
を
守
っ
て
く
れ
た
こ
と
に
感
心
し
た
。

4　

男
は
狐
が
い
つ
も
自
分
を
陰
な
が
ら
見
守
り
続
け
て
い
る
こ
と
に
息
苦
し
さ
を
感
じ
た
。

5　

男
は
狐
が
こ
の
先
も
ず
っ
と
男
に
仕
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
気
の
毒
に
思
っ
た
。
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問
3　

傍
線
部
Ｃ　

願
緘
於
匣
、
許
尽
酔
而
終
。　

の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

18

。

1　

王
度
の
鏡
に
照
ら
さ
れ
人
間
の
姿
を
保
つ
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
、
鏡
を
し
ま
っ
て
も
ら
い
人
間
の
姿
で
酔
い
な
が
ら
こ
の
世
を
去
り
た
い
と
思
っ
た
か
ら
。

2　

王
度
の
鏡
は
強
い
霊
力
を
持
っ
た
貴
重
な
鏡
で
あ
る
と
分
か
っ
た
の
で
、
鏡
を
し
ま
わ
せ
て
か
ら
王
度
を
酔
わ
せ
奪
い
取
っ
て
自
分
の
物
に
し
た
い
と
思
っ
た
か
ら
。

3　

王
度
の
鏡
は
見
る
人
の
本
性
を
暴
い
て
し
ま
う
古
鏡
で
あ
っ
た
の
で
、
鏡
を
し
ま
っ
て
も
ら
い
人
々
を
安
心
さ
せ
て
か
ら
酒
宴
を
始
め
た
い
と
思
っ
た
か
ら
。

4　

王
度
の
鏡
に
照
ら
さ
れ
た
自
分
の
姿
を
見
て
と
て
も
恥
ず
か
し
く
な
っ
た
の
で
、
鏡
を
し
ま
っ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
す
ぐ
に
酔
い
が
覚
め
て
し
ま
う
と
思
っ
た
か
ら
。

5　

王
度
の
鏡
に
魅
了
さ
れ
気
を
抜
い
て
正
体
を
現
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
鏡
を
し
ま
っ
て
も
ら
っ
て
か
ら
酔
い
を
覚
ま
し
も
う
一
度
人
間
に
戻
り
た
い
と
思
っ
た
か
ら
。

問
4　

Ⅱ
の
漢
文
中
の
漢
詩
に
込
め
ら
れ
た
思
い
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

19

。

1　

自
分
の
余
命
は
短
い
の
で
、
残
り
の
日
々
は
恋
人
と
過
ご
し
た
い
。

2　

自
分
の
今
ま
で
の
罪
を
反
省
し
、
残
り
の
人
生
を
全
う
し
よ
う
。

3　

自
分
の
寿
命
は
決
め
ら
れ
な
い
の
で
、
も
っ
と
人
生
を
楽
し
み
た
い
。

4　

自
分
の
運
命
を
嘆
き
な
が
ら
も
、
自
ら
死
を
受
け
入
れ
よ
う
。

5　

自
分
の
運
命
だ
と
分
か
っ
て
い
る
が
、
死
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
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問
5　

春
田
さ
ん
の
ク
ラ
ス
で
は
、
Ⅰ
・
Ⅱ
の
文
章
を
学
習
し
た
後
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
話
合
い
を
行
っ
た
。
次
の【
話
合
い
の
一
部
】を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
よ
。

【
話
合
い
の
一
部
】

春
田
さ
ん　

 「
ま
ず
は
両
方
の
文
章
を
読
ん
で
、
気
付
い
た
点
を
挙
げ
て
み
よ
う
よ
。」

夏
川
さ
ん　

 「
Ⅰ
の
古
文
は
、
狐
が
恩
返
し
を
し
た
話
で
、
Ⅱ
の
漢
文
は
古
鏡
を
使
っ
て
古
狸
を
退
治
し
た
話
だ
か
ら
共
通
点
は
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。」

秋
山
さ
ん　

 「
な
る
ほ
ど
。
じ
ゃ
あ
、
Ⅰ
の
古
文
と
Ⅱ
の
漢
文
の
内
容
は
全
然
違
う
と
い
う
こ
と
か
。」

冬
野
さ
ん　

 「
で
も
、

Ｘ

を『
美
言
』と
い
っ
て
い
る
点
で
、
Ⅰ
の
古
文
と
の
共
通
点
は
あ
る
よ
う
に
思
う
よ
。」

春
田
さ
ん　

 「
確
か
に
内
容
は
少
し
違
う
け
れ
ど
、

Ｙ

と
い
う
点
は
両
方
の
文
章
に
共
通
し
て
い
る
と
読
み
と
れ
る
ね
。」

問　
【
話
合
い
の
一
部
】の
、
空
欄

Ｘ

、

Ｙ

に
あ
て
は
ま
る
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
べ
。

解
答
番
号
は

20

・

21

。

Ｘ　
　

1　

王
度
が
鸚
鵡
の
命
を
助
け
て
や
る
と
言
っ
た
こ
と

2　

王
度
が
鸚
鵡
の
正
体
を
知
っ
て
い
る
と
言
っ
た
こ
と

3　

王
度
が
鸚
鵡
の
容
姿
を
と
て
も
美
し
い
と
言
っ
た
こ
と

4　

世
間
の
人
々
が
王
度
の
人
格
を
す
ば
ら
し
い
と
言
っ
た
こ
と

5　

世
間
の
人
々
も
鸚
鵡
の
罪
を
許
す
と
言
っ
た
こ
と

20

⎩―――⎨―――⎧
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Ｙ　
　

1　

狐
や
古
狸
で
あ
っ
て
も
周
囲
へ
の
気
遣
い
を
忘
れ
ず
、
人
と
協
力
し
て
生
き
よ
う
と
す
る

2　

狐
や
古
狸
で
あ
っ
て
も
罪
を
犯
し
た
こ
と
を
反
省
し
、
人
に
尽
く
す
こ
と
で
償
お
う
と
す
る

3　

狐
や
古
狸
で
あ
っ
て
も
人
の
心
を
よ
く
理
解
し
、
人
に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
行
動
す
る

4　

狐
や
古
狸
で
あ
っ
て
も
人
と
同
様
に
知
恵
が
あ
り
、
人
を
だ
ま
し
た
り
陥
れ
よ
う
と
し
た
り
す
る

5　

狐
や
古
狸
で
あ
っ
て
も
人
か
ら
受
け
た
恩
に
感
謝
し
、
人
を
裏
切
ら
な
い
誠
実
な
行
動
を
す
る

21
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