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注
意

解
答
欄
は
問
題
用
紙
の
（
そ
の
九
）（
そ
の
十
）（
そ
の
十
一
）
に
あ
り
ま
す
。

解
答
に
字
数
制
限
の
あ
る
場
合
、
句
読
点
な
ど
も
文
字
数
に
数
え
ま
す
。

一

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

と
も
だ
ち
っ
て

か
ぜ
が
う
つ
っ
て
も

へ
い
き
だ
っ
て

い
っ
て
く
れ
る
ひ
と
。

二
〇
〇
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
谷
川
俊
太
郎
に
よ
る
絵
本
「
と
も
だ
ち
」
の
一
節
で
あ
る
。「
う
つ
っ
て
も
、
へ
い
き
」。
ほ
ん
の
十
八
年
前

の
絵
本
だ
が
、
な
ん
だ
か
遠
い
昔
の
こ
と
の
よ
う
に
感
じ
る
。

確
か
に
、
か
つ
て
私
た
ち
は
、
う
つ
る
こ
と
を
覚
悟
で
、
か
ぜ
を
ひ
い
た
友
達
の
家
ま
で
カ
ン
ビ
ョ
ウ
し
に
行
っ
た
り
し
て
い
た
。
誰
か

ａ

か
ら
風
邪
を
う
つ
さ
れ
た
と
し
て
も
、
ま
る
で
そ
れ
が
天
下
の
回
り
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、「
も
ら
っ
た
」
と
表
現
し
て
い
た
。

コ
ロ
ナ
禍
を
経
験
し
た
私
た
ち
が
、
ふ
た
た
び
こ
の
意
味
で
の
「
と
も
だ
ち
」
を
持
つ
こ
と
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
ま
や
、
親
し
い
あ

い
だ
で
の
会
食
も
ヒ
カ
え
ね
ば
な
ら
ず
、
感
染
経
路
は
徹
底
的
に
カ
シ
化
さ
れ
る
。
感
染
者
の
家
に
張
り
紙
や
投
石
が
さ
れ
る
な
ど
、
誹
謗

ｂ

ｃ

ひ

ぼ

う

中
傷
が
起
き
て
い
る
と
も
聞
く
。

こ
の
国
で
は
「
う
つ
る
こ
と
」
ま
で
自
己
責
任
の
問
題
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
大
阪
大
の
三
浦
麻
子
教
授
ら
の
調
査
に
よ
れ
ば
、

「
感
染
は
ジ
ゴ
ウ
自
得
だ
と
思
う
」
と
答
え
た
人
の
割
合
は
、
米
国
で
は
一
％
だ
っ
た
の
に
対
し
、
日
本
で
は
一
一
・
五
％
も
い
た
と
い
う
。

ｄ

逆
に
「
全
く
そ
う
思
わ
な
い
」
人
の
割
合
は
、
日
本
以
外
で
は
六
〇
～
七
〇
％
台
だ
っ
た
の
に
対
し
、
日
本
で
は
二
九
・
二
五
％
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。

怖
い
の
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
だ
け
で
あ
っ
て
、
風
邪
や
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
な
ら
大
丈
夫
、
と
は
お
そ
ら
く
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
コ
ロ

ナ
禍
を
経
験
し
た
私
た
ち
は
、
今
後
、
風
邪
や
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
含
め
あ
ら
ゆ
る
感
染
症
に
対
し
て
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
警
戒
す
る
よ
う

に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
誰
か
が
咳
を
し
た
ら
マ
ユ
を
ひ
そ
め
、
熱
が
あ
る
人
は
劇
場
に
も
映
画
館
に
も
入
場
禁
止
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

せ
き

ｅ

乾
燥
し
た
冬
場
の
忘
年
会
に
み
ん
な
で
鍋
を
つ
つ
く
な
ど
、
も
は
や
で
き
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。

社
会
学
者
の
ノ
ル
ベ
ル
ト
・
エ
リ
ア
ス
は
、
文
明
を
形
づ
く
る
う
え
で
、
「
不
快
感
」
が
果
た
す
役
割
を
重
視
し
た
。
た
と
え
ば
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
中
世
で
は
、
み
ん
な
で
鍋
を
つ
つ
く
ど
こ
ろ
か
、
大
皿
に
も
ら
れ
た
シ
チ
ュ
ー
に
全
員
が
直
接
手
を
つ
っ
こ
ん
で
食
事
を
し
て
い
た
。

コ
ッ
プ
も
テ
ー
ブ
ル
に
一
つ
で
回
し
飲
み
を
し
て
い
た
し
、
机
の
上
に
痰
を
吐
い
た
り
、
人
前
で
用
を
足
し
た
り
す
る
こ
と
も
普
通
だ
っ
た
。

た
ん

要
す
る
に
、「
個
」
と
言
う
概
念
が
ま
だ
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。

近
代
化
と
は
、
こ
う
し
た
粘
膜
が
混
じ
り
合
う
よ
う
な
他
者
と
の
濃
厚
接
触
を
、
「
不
快
だ
」
と
感
じ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
他
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
自
己
と
他
者
の
あ
い
だ
に
明
確
に
線
を
引
き
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
領
域
を
確
保
す
る
こ
と
。
そ
う
考
え
る
と
、
現
在
の

「
３
密
の
回
避
」
は
、
こ
う
し
た
近
代
化
の
流
れ
か
ら
す
る
と
当
然
の
帰
結
に
も
思
え
る
。

①

確
か
に
、
体
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
者
と
の
接
触
を
「
不
快
だ
」
と
感
じ
る
こ
の
感
性
が
新
し
い
規
範

ニ

ユ

ー

ノ

ー

マ

ル

に
な
っ
た
と
き
、
私
た
ち
は
安
全
と
ひ
き
か
え
に
何
を
失
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
き
ち
ん
と
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

②

な
い
。
同
時
に
、
失
わ
れ
る
も
の
を
別
の
仕
方
で
保
存
す
る
方
法
も
。

③

日
本
語
に
は
、
接
触
に
関
す
る
ふ
た
つ
の
動
詞
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
さ
わ
る
」
と
「
ふ
れ
る
」
だ
。
英
語
に
す
る
と
ど
ち
ら
も
「
Ｔ
Ｏ

Ｕ
Ｃ
Ｈ
」
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
微
妙
に
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
傷
口
に
「
さ
わ
る
」
と
い
う
と
、
何
だ
か
痛
そ
う
な
気
が
す
る
。
一
方
で
傷
口
に
「
ふ
れ
る
」
と
い
う
と
、
そ
っ
と
手
当
て

を
し
て
く
れ
そ
う
な
印
象
だ
。
愛
す
る
人
へ
の
接
触
は
「
ふ
れ
る
」
だ
が
、
痴
漢
が
見
知
ら
ぬ
人
の
体
に
接
触
す
る
の
は
「
さ
わ
る
」
で
あ

る
。哲

学
者
の
坂
部
恵
は
、
そ
の
違
い
に
つ
い
て
、
自
他
の
区
別
と
い
う
点
か
ら
分
析
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
さ
わ
る
」
は
自
分
と
他
者
、
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の
二
）

受あ
る
い
は
さ
わ
る
側
と
さ
わ
ら
れ
る
側
の
区
別
が
は
っ
き
り
し
て
い
て
、
両
者
が
ま
じ
り
あ
う
こ
と
が
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
「
ふ
れ
る
」

で
は
、
両
者
の
区
別
が
曖
昧
に
な
る
。
「
ふ
れ
る
」
は
お
の
ず
と
「
ふ
れ
あ
う
」
に
な
る
の
だ
。
そ
れ
は
「
自
己
を
超
え
て
他
者
の
い
の
ち

に
ふ
れ
あ
う
」
こ
と
だ
と
坂
部
は
言
う
。

一
言
で
ま
と
め
る
な
ら
、
「
さ
わ
る
」
は
一
方
的
で
、「
ふ
れ
る
」
は
相
互
的
だ
と
言
う
こ
と
だ
ろ
う
。
「
傷
口
に
さ
わ
る
」
が
痛
そ
う
な

の
は
、
さ
わ
ら
れ
る
側
の
気
持
ち
を
考
え
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
か
ら
だ
。
逆
に
「
傷
口
に
ふ
れ
る
」
と
言
う
と
、
ふ
れ
ら
れ
る
側
の
気

持
ち
を
く
ん
で
、
慎
重
に
ふ
れ
方
を
選
ん
で
く
れ
そ
う
な
気
が
す
る
。
そ
こ
に
は
、
相
手
に
よ
っ
て
自
己
の
形
を
柔
軟
に
変
え
よ
う
と
す
る

ケ
ア
の
精
神
が
あ
る
。
こ
の
姿
勢
を
感
じ
る
と
き
、
さ
わ
ら
れ
る
人
は
さ
わ
る
人
を
信
頼
し
、
身
を
委
ね
る
。

安
全
の
た
め
に
は
、
他
者
と
の
物
理
的
接
触
を
減
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
私
が
危
惧
す
る
の
は
、
そ
の
と
き
に
同
時
に
「
ふ

れ
る
」
の
精
神
も
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
人
を
信
頼
し
て
、
身
を
委
ね
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
《

Ｘ

》
論
の
対
極
に
あ
る
精
神
で
あ
る
。

い
や
、
そ
う
し
た
精
神
は
、
コ
ロ
ナ
以
前
か
ら
失
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ふ
だ
ん
学
生
と
接
す
る
な
か
で
の
主
観
的
な
印
象

で
し
か
な
い
が
、
彼
ら
は
常
に
び
く
び
く
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ネ
ッ
ト
上
で
は
、
ち
ょ
っ
と
で
も
外
れ
た
発
言
を
し
た
ら
す
ぐ
に
叩た

た

か
れ
る
の
だ
か
ら
当
然
だ
ろ
う
。
コ
ロ
ナ
に
よ
っ
て
、
こ
の
流
れ
が
加
速
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
て
い
る
。

で
は
、
物
理
的
な
接
触
が
な
く
て
は
、
相
手
に
「
ふ
れ
る
」
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
た
と

え
ば
声
の
か
け
方
一
つ
と
っ
て
も
、
相
手
に
「
さ
わ
る
」
よ
う
な
か
け
方
と
、「
ふ
れ
る
」
よ
う
な
か
け
方
が
あ
る
。
自
分
の
中
の
正
し
さ

を
一
方
的
に
押
し
付
け
る
よ
う
な
、
あ
る
い
は
反
論
の
余
地
な
く
情
報
を
伝
達
す
る
よ
う
な
「
さ
わ
る
」
で
は
な
く
、
お
互
い
の
状
態
を
さ

ぐ
り
あ
い
、
手
探
り
で
共
通
言
語
を
つ
く
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
よ
う
な
「
ふ
れ
る
」
言
葉
。

安
全
は
、
人
を
管
理
す
る
ほ
う
に
は
た
ら
く
。
危
な
い
か
ら
ダ
メ
、
責
任
が
と
れ
な
い
か
ら
禁
止
。
で
も
「
ふ
れ
る
」
に
伴
う
信
頼
に
は
、

お
お
ら
か
に
人
を
許
し
、
ふ
つ
う
か
ら
外
れ
て
い
て
も
大
丈
夫
だ
と
い
う
勇
気
を
与
え
る
力
が
あ
る
。
物
理
的
な
接
触
が
忌
避
さ
れ
る
新
し

い
世
界
の
な
か
で
、
い
か
に
「
接
触
せ
ず
ふ
れ
る
」
か
が
問
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

（
伊
藤
亜
紗
「
新
型
コ
ロ
ナ
と
文
明
」
）

あ

さ

問
一

波
線
部
ａ
～
ｅ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
、
漢
字
は
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。

ａ

カ
ン
ビ
ョ
ウ

ｂ

ヒ
カ
（
え
）

ｃ

カ
シ

ｄ

ジ
ゴ
ウ

ｅ

マ
ユ

問
二

傍
線
部
①
「
こ
う
し
た
近
代
化
の
流
れ
」
と
あ
る
が
、
筆
者
に
よ
る
と
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
「
流
れ
」
で
あ
っ
た
の
か
、
七
十
字
以

内
で
書
き
な
さ
い
。

問
三

傍
線
部
②
「
私
た
ち
は
安
全
と
ひ
き
か
え
に
何
を
失
う
の
だ
ろ
う
か
」
と
あ
る
が
、
筆
者
は
こ
の
後
の
文
章
中
で
、「
何
」
を
失
う

と
述
べ
て
い
る
か
、
簡
潔
に
答
え
な
さ
い
。

問
四

傍
線
部
③
「
失
わ
れ
る
も
の
を
別
の
仕
方
で
保
存
す
る
方
法
」
と
あ
る
が
、
筆
者
は
こ
の
あ
と
の
文
章
中
で
、
何
に
よ
っ
て
「
保
存

す
る
」
こ
と
が
可
能
だ
と
考
え
て
い
る
か
、
四
十
五
字
以
内
で
抜
き
出
し
、
最
初
と
最
後
の
五
字
を
書
い
て
示
し
な
さ
い
。

問
五

空
欄
Ｘ
に
適
す
る
漢
字
四
字
の
熟
語
を
、
本
文
中
か
ら
探
し
て
補
い
な
さ
い
。
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受問
六

本
文
の
論
旨
に
合
う
も
の
を
、
次
か
ら
一
つ
選
び
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

コ
ロ
ナ
禍
を
経
験
し
た
私
た
ち
は
、「
う
つ
っ
て
も
、
へ
い
き
」
と
い
う
「
と
も
だ
ち
」
を
持
つ
こ
と
は
決
し
て
な
い
で
あ
ろ
う
。

イ

怖
い
の
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
だ
け
で
あ
っ
て
、
風
邪
や
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
な
ら
ば
大
丈
夫
と
な
る
可
能
性
は
大
い
に
あ
る
。

ウ

日
本
語
に
は
接
触
に
関
す
る
ふ
た
つ
の
動
詞
「
さ
わ
る
」
と
「
ふ
れ
る
」
が
あ
る
が
、
英
語
で
は
そ
の
違
い
を
表
現
で
き
な
い
。

エ

ふ
れ
ら
れ
る
側
の
気
持
ち
を
十
分
考
え
て
慎
重
に
ふ
れ
方
を
選
ん
で
く
れ
る
時
、
さ
わ
ら
れ
る
人
は
さ
わ
る
人
を
信
頼
で
き
る
。

オ

ネ
ッ
ト
が
登
場
す
る
以
前
の
学
生
た
ち
は
、
客
観
的
な
事
実
と
し
て
ま
っ
た
く
び
く
び
く
し
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
か
っ
た
。

問
七

二
重
傍
線
部
「
谷
川
俊
太
郎
に
よ
る
絵
本
『
と
も
だ
ち
』
」
と
あ
る
が
、
次
の
選
択
肢
の
中
で
絵
本
「
と
も
だ
ち
」
の
一
節
と
し
て

不
適
当
な
も
の
を
、
本
文
の
趣
旨
も
考
慮
し
て
、
次
か
ら
一
つ
選
び
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

と
も
だ
ち
っ
て

い
っ
し
ょ
に

か
え
り
た
く
な
る
ひ
と
。

イ

と
も
だ
ち
っ
て

お
か
あ
さ
ん
や

お
と
う
さ
ん
に
も

い
え
な
い
こ
と
を

そ
う
だ
ん
で
き
る
ひ
と
。

ウ

と
も
だ
ち
っ
て

み
ん
な
が

い
っ
ち
ゃ
っ
た
あ
と
も

ま
っ
て
て
く
れ
る
ひ
と
。

エ

と
も
だ
ち
っ
て

そ
ば
に
い
な
い
と
き
に
も

い
ま

ど
う
し
て
る
か
な
っ
て

お
も
い
だ
す
ひ
と
。

オ

と
も
だ
ち
っ
て

ず
っ
と
い
っ
し
ょ
に

い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ひ
と
。

二

次
の
文
章
は
島
崎
藤
村
の
『
夜
明
け
前
』
の
一
節
で
あ
る
。
主
人
公
青
山
半
蔵
が
、
妻
の
兄
で
同
年
輩
の
寿
平
次
と
と
も
に
江
戸
へ
出

か
け
る
途
上
の
場
面
で
あ
る
。
半
蔵
は
馬
籠
の
本
陣
の
息
子
で
あ
り
、
寿
平
次
は
隣
の
妻
籠
の
本
陣
の
主
人
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、

※
１
ま

ご

め

つ

ま

ご

後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。（
本
文
の
表
記
を
一
部
改
め
て
い
る
。）

鳥
居
峠
は
こ
の
関
所
か
ら
宮
の
越
、
藪
原
二
宿
を
越
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
風
は
冷
た
く
て
も
、
日
は
か
ん
か
ん
照
り
つ
け
た
。
前
途
の

や
ぶ
は
ら

遠
さ
は
曲
が
り
く
ね
っ
た
坂
道
に
行
き
悩
ん
だ
時
よ
り
も
、
反
っ
て
そ
の
高
い
峠
の
上

に

御
嶽
遙
拝
所
な
ぞ
を
見
つ
け
た
時
に
あ
っ
た
。

か
え

※
２
お
ん
た
け
よ
う
は
い
し
よ

そ
こ
は
木
曽
川
の
上
流
と
も
別
れ
て
行
く
と
こ
ろ
だ
。

「
寿
平
次
さ
ん
、
江
戸
か
ら
横
須
賀
ま
で
何
里
と
か
言
い
ま
し
た
ね
。」

「
十
六
里
さ
。
わ
た
し
は
道
中
記
で
そ
れ
を
調
べ
て
置
い
た
。」

「
江
戸
ま
で
の
里
数
を
入
れ
る
と
、
九
十
九
里
で
す
か
。」

「
ま
あ
、
ざ
っ
と
百
里
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。」

供
の
佐
吉
も
、
こ
の
主
人
等
の
話
を
引
き
取
っ
て
、

ら

「
ま
だ
こ
れ
か
ら
先
に
木
曽
二
宿
も
あ
る
ら
。
江
戸
は
遠
い
な
し
。」

こ
ん
な
言
葉
を
か
わ
し
な
が
ら
、
三
人
と
も
日
暮
れ
前
の
途
を
急
い
で
、
や
が
て
そ
の
峠
を
降
り
た
。

み
ち

「
お
泊
り
な
す
っ
て
お
い
で
な
さ
い
。
奈
良
井
の
お
宿
は
こ
ち
ら
で
ご
ざ
い
ま
す
。
浪
花
講
の
御
定
宿
は
こ
ち
ら
で
ご
ざ
い
ま
す
。」

な

に

わ
こ

う

お
じ
よ
う
や
ど

し
き
り
に
客
を
招
く
声
が
す
る
。
街
道
の
両
側
に
軒
を
並
べ
た
家
々
か
ら
は
、
競
う
よ
う
に
そ
の
招
き
声
が
聞
こ
え
る
。
半
蔵
等
が
鳥
居

ａ

峠
を
降
り
て
、
そ
の
麓
に
あ
る
奈
良
井
に
着
い
た
時
は
、
他
の
旅
人
等
も
思
い
思
い
に
旅
籠
屋
を
物
色
し
つ
つ
あ
っ
た
。

ふ
も
と

は

た

ご

や

①

半
蔵
は
か
ね
て
父
の
懇
意
に
す
る
庄
屋
仲
間
の
家
に
泊
め
て
貰
う
こ
と
に
し
て
、
寿
平
次
や
佐
吉
を
そ
こ
へ
誘
っ
た
。
往
来
の
方
へ
突
き

ｂ

も
ら

ｃ

出
し
た
よ
う
な
ど
こ
の
家
の
低
い
二
階
に
も
き
ま
り
で
表
廊
下
が
造
り
つ
け
て
あ
っ
て
、
馬
籠
や
妻
籠
に
見
る
街
道
風
の
屋
造
り
は
そ
の
奈

良
井
に
も
あ
っ
た
。
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受「
半
蔵
さ
ん
、
わ
た
し
は
も
う
胼
胝
を
こ
し
ら
え
て
し
ま
っ
た
。」

ま

め

と
寿
平
次
は
笑
い
な
が
ら
言
っ
て
、
草
鞋
の
た
め
に
水
腫
れ
の
し
た
足
を
盥
の
中
の
湯
に
浸
し
た
。
半
蔵
も
同
じ
よ
う
に
足
を
洗
っ
て
、

わ

ら

じ

み

ず

ば

た
ら
い

広
い
囲
炉
裏
ば
た
か
ら
裏
庭
の
見
え
る
座
敷
へ
通
さ
れ
た
。
き
の
こ
、
豆
、
唐

辛
、
紫
蘇
な
ぞ
が
障
子
の
外
の
縁
に
乾
し
て
あ
る
よ
う
な

い

ろ

り

と
う
が
ら
し

し

そ

ほ

と
こ
ろ
だ
。
気
の
置
け
な
い
家
だ
。

②

「
静
か
だ
。」

寿
平
次
は
腰
に
し
た
道
中
差
し
を
部
屋
の
床
の
間
へ
預
け
る
時
に
言
っ
た
。
そ
の
静
か
さ
は
、
河
の
音
の
耳
に
つ
く
福
島
あ
た
り
に
は
な

Ａ

い
も
の
だ
っ
た
。
そ
こ
の
庄
屋
の
主
人
は
、
半
蔵
が
父
と
は
よ
く
福
島
の
方
で
顔
を
合
わ
せ
る
と
言
い
、
こ
の
同
じ
部
屋
に
吉
左
衛
門
を
泊

③

め
た
こ
と
も
あ
る
と
言
い
、
そ
ん
な
縁
故
か
ら
も
江
戸
行
き
の
若
者
を
よ
ろ
こ
ん
で
歓
待
そ
う
と
し
て
く
れ
た
。
ち
ょ
う
ど
鳥
家
の
さ
か
り

も

て

な

と

や

の
頃
で
、
木
曽
名
物
の
小
鳥
で
も
焼
こ
う
と
言
っ
て
く
れ
る
の
も
そ
こ
の
主
人
だ
。
鳥
居
峠
の
鶫
は
名
高
い
。
鶫
ば
か
り
で
な
く
、
裏
山

こ
ろ

つ
ぐ
み

に
は
駒
鳥
、
山
郭
公
の
声
が
聴
か
れ
る
。
仏
法
僧
も
来
て
鳴
く
。
こ
こ
に
住
む
も
の
は
、
表
の
部
屋
に
向
こ
う
の
鳥
の
声
を
聴
き
、
裏
の

や
ま
ほ
と
と
ぎ
す

部
屋
に
こ
ち
ら
の
鳥
の
声
を
聴
く
。
そ
う
し
た
こ
と
を
語
り
聞
か
せ
る
の
も
ま
た
そ
こ
の
主
人
だ
。

Ｂ

半
蔵
等
は
同
じ
木
曽
路
で
も
ず
っ
と
東
寄
り
の
宿
場
の
中
に
来
て
い
た
。
鳥
井
峠
一
つ
越
し
た
だ
け
で
も
、
親
達
や
妻
子
の
い
る
木
曽
の

た
ち

Ｃ

西
の
は
ず
れ
は
に
わ
か
に
遠
く
な
っ
た
。
し
か
し
そ
こ
は
何
と
な
く
気
の
落
ち
着
く
山
の
裾
で
、
旅
の
合
羽
も
脚
絆
も
脱
い
で
置
い
て
、
田
舎

Ｄ

す
そ

か

つ

ぱ

き
や
は
ん

い

な

か

風
な
風
呂
に
峠
道
の
汗
を
わ
す
れ
た
時
は
、
い
ず
れ
も
活
き
返
っ
た
よ
う
な
心
地
に
な
っ
た
。

ふ

ろ

Ｅ

い

「
こ
こ
の
家
は
庄
屋
を
勤
め
て
る
だ
け
な
ん
で
す
ね
。
本
陣
問
屋
は
別
に
あ
る
ん
で
す
ね
。」

※
３

「
そ
う
ら
し
い
。」

半
蔵
と
寿
平
次
は
一
風
呂
浴
び
た
後
の
さ
っ
ぱ
り
し
た
心
地
で
、
奈
良
井
の
庄
屋
の
裏
座
敷
に
互
い
の
旅
の
思
い
を
比
べ
合
っ
た
。
朝
晩

は
め
っ
き
り
寒
く
、
部
屋
に
は
炬
燵
が
出
来
て
い
る
く
ら
い
だ
。
寿
平
次
は
下
女
が
提
げ
て
来
て
く
れ
た
行
燈
を
引
き
よ
せ
て
、
そ
の
か
げ

さ

に
道
中
の
日
記

や

矢
立
て
を
取
り
出
し
た
。
藪
原
で
求
め
た
草
鞋
が
何
文
、
峠
の
茶
屋
で
の
休
み
が
何
文
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ま
で
細
か

※
４

く
つ
け
て
い
た
。

「
寿
平
次
さ
ん
、
君
は
そ
れ
で
も
感
心
で
す
ね
。」

「
ど
う
し
て
さ
。」

「
妻
籠
の
方
で
も
わ
た
し
は
君
の
机
の
上
に
載
っ
て
る
覚
え
帳
を
見
て
来
ま
し
た
。
君
に
は
そ
う
い
う
綿
密
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。」

④

ど
う
し
て
半
蔵
が
こ
ん
な
こ
と
を
言
い
出
し
た
か
と
い
う
に
、
本
陣
庄
屋
問
屋
の
仕
事
は
将
来
に
彼
を
待
ち
受
け
て
い
た
か
ら
で
。
二
人

は
十
八
歳
の
頃
か
ら
、
既
に
そ
の
見
習
い
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
て
、
福
島
の
役
所
へ
の
出
張
と
い
い
、
諸
大
名
の
送
り
迎
え
と
い
い
、
二
人
が

少
年
時
代
か
ら
受
け
て
来
た
薫
陶
は
す
べ
て
そ
の
準
備
の
た
め
で
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
。
半
蔵
が
ま
だ
親
の
名
跡
を
継
が
な
い
の
に
比
べ

く
ん
と
う

る
と
、
寿
平
次
の
方
は
既
に
青
年
の
庄
屋
で
あ
る
の
違
い
だ
。

半
蔵
は
嘆
息
し
て
、

ｄ

「
吾
家
の
阿
爺
の
心
持
ち
は
わ
た
し
に
よ
く
解
る
。
家
を
放
擲
し
て
ま
で
学
問
に
没
頭
す
る
よ
う
な
も
の
よ
り
も
、
好
い
本
陣
の
跡
継
ぎ
を

う

ち

お

や

じ

わ
か

ほ
う
て
き

よ

出
し
た
い
と
い
う
の
が
、
あ
の
人
の
本
意
な
ん
で
さ
。
阿
爺
も
も
う
年
を
取
っ
て
い
ま
す
か
ら
ね
。」

「
半
蔵
さ
ん
は
溜
め
息
ば
か
り
吐
い
て
い
る
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。」

た

つ

「
で
も
、
君
に
は
事
務
の
執
れ
る
よ
う
に
具
わ
っ
て
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
好
い
。」

と

そ
な

よ

「
そ
う
君
の
よ
う
に
、
む
ず
か
し
く
考
え
る
か
ら
さ
。
庄
屋
と
し
て
は
民
意
を
代
表
す
る
し
、
本
陣
問
屋
と
し
て
は
諸
街
道
の
交
通
事
業
に

⑤
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受参
加
す
る
と
想
っ
て
見
た
ま
え
。
兎
に
角
、
働
き
甲
斐
は
あ
り
ま
す
ぜ
。」

と

か
く

囲
炉
裏
ば
た
の
方
で
焼
く
小
鳥
の
香
気
は
、
や
が
て
二
人
の
い
る
座
敷
の
方
ま
で
通
っ
て
来
た
。
夕
飯
に
は
、
下
女
が
来
て
広
い
炬
燵
板

の
上
を
取
り
片
付
け
、
そ
こ
を
食
卓
の
代
わ
り
と
し
て
く
れ
た
。
一
本
つ
け
て
く
れ
た
銚
子
、
串
差
し
に
し
て
皿
の
上
に
盛
ら
れ
た
鶫
、
す

ち
よ
う
し

べ
て
は
客
を
扱
い
慣
れ
た
家
の
主
人
の
心
づ
か
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
、
半
蔵
は
次
の
間
に
寛
い
で
い
る
佐
吉
を
呼
ん
で
、

く
つ
ろ

「
佐
吉
、
お
前
も
こ
こ
へ
お
膳
を
持
っ
て
来
な
い
か
。
旅
だ
。
今
夜
は
一
杯
や
れ
。」

ぜ
ん

こ
の
半
蔵
の
「
一
杯
」
が
佐
吉
を
ほ
ほ
え
ま
せ
た
。
佐
吉
は
年
若
な
が
ら
に
、
半
蔵
よ
り
も
飲
め
る
口
で
あ
っ
た
か
ら
。

「
俺
は
囲
炉
裏
ば
た
で
頂
か
ず
。
そ
の
方
が
勝
手
だ
で
。」

お
れと

言
っ
て
佐
吉
は
引
き
さ
が
っ
た
。

「
寿
平
次
さ
ん
、
わ
た
し
は
こ
ん
な
旅
に
出
ら
れ
た
こ
と
す
ら
、
不
思
議
の
よ
う
な
気
が
す
る
。
実
に
一
切
か
ら
離
れ
ま
す
ね
。」

「
も
う
す
こ
し
君
は
楽
な
気
持
ち
で
も
好
く
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
ま
あ
、
そ
の

盃

で
も
乾
す
さ
。」

さ
か
ず
き

若
い
も
の
二
人
は
旅
の
疲
れ
を
忘
れ
る
程
度
に
盃
を
重
ね
た
。
主
人
が
馳
走
振
り
の
鶫
も
食
っ
た
。
焼
き
た
て
の
小
鳥
の
骨
を
噛
む
音
も

ち

そ

う

ぶ

か

互
い
の
耳
に
は
楽
し
か
っ
た
。

「
し
か
し
、
半
蔵
さ
ん
も
よ
く
話
す
よ
う
に
な
っ
た
。
以
前
に
は
、
ほ
ん
と
に
黙
っ
て
い
た
よ
う
で
す
ね
。」

「
自
分
で
も
そ
う
思
い
ま
す
よ
。
今
度
の
旅
じ
ゃ
、
わ
た
し
も
平
田
入
門
を
許
さ
れ
て
来
ま
し
た
。
吾
家
の
阿
爺
も
あ
あ
い
う
人
で
す
か
ら
、

※
５

快
く
許
し
て
く
れ
ま
し
た
よ
。
わ
た
し
も
、
こ
れ
で
弟
で
も
あ
る
と
、
家
は
そ
の
弟
に
譲
っ
て
、
も
っ
と
自
分
の
勝
手
な
方
へ
出
て
行
っ
て

見
た
い
ん
だ
け
れ
ど
。」

「
今
か
ら
隠
居
で
も
す
る
よ
う
な
こ
と
を
言
い
出
し
た
。
半
蔵
さ
ん
―
―
君
は
結
局
、
宗
教
に
で
も
行
く
よ
う
な
人
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。

ｅ

わ
た
し
は
そ
う
思
っ
て
見
て
い
る
ん
だ
が
。」

「
そ
こ
ま
で
は
ま
だ
考
え
て
い
ま
せ
ん
。」

「
ど
う
で
し
ょ
う
、
平
田
先
生
の
学
問
と
い
う
も
の
は
宗
教
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。」

「
そ
う
も
言
え
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
あ
の
先
生
の
説
い
た
も
の
は
宗
教
で
も
、
そ
の
精
神
は
所
謂
宗
教
と
は
ま
る
き
り
別
の
も
の
で
す
。
」

い
わ
ゆ
る

「
ま
る
き
り
別
の
も
の
は
好
か
っ
た
。」

炬
燵
話
に
夜
は
ふ
け
て
行
っ
た
。
ひ
っ
そ
り
と
し
た
裏
山
に
、
奈
良
井
川
の
上
流
に
、
そ
こ
へ
は
も
う
東
木
曽
の
冬
が
や
っ
て
来
て
い
た
。

山
気
は
二
人
の
身
に
し
み
て
、
翌
朝
も
ま
た
霜
か
と
思
わ
せ
た
。

注
※
１

馬
籠
…
…
中
山
道
の
宿
駅
。「
妻
籠
」「
奈
良
井
」「
福
島
」
も
中
山
道
の
宿
駅
。

※
２

御
嶽
…
…
木
曽
御
嶽
山
。
信
仰
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
。

※
３

本
陣
問
屋
…
…
「
本
陣
」
は
大
名
な
ど
が
宿
泊
す
る
宿
。「
問
屋
」
は
宿
場
の
人
馬
の
継
ぎ
立
て
な
ど
を
す
る
所
。

※
４

矢
立
て
…
…
携
帯
用
の
筆
。

※
５

平
田
…
…
国
学
者
平
田
篤
胤
。

あ
つ
た
ね
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受問
一

波
線
部
ａ
～
ｅ
の
漢
字
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。

ａ

軒

ｂ

懇
意

ｃ

往
来

ｄ

嘆
息

ｅ

隠
居

問
二

傍
線
部
①
「
物
色
」
・
②
「
気
の
置
け
な
い
」
の
語
句
の
本
文
中
に
お
け
る
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
か
ら
そ

れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

①

物
色

ア

適
当
な
も
の
を
探
し
求
め
る
こ
と

イ

う
ろ
う
ろ
と
さ
ま
よ
う
こ
と

ウ

あ
ち
こ
ち
物
珍
し
げ
に
見
て
ま
わ
る
こ
と

エ

何
か
あ
ら
探
し
を
す
る
こ
と

オ

気
に
入
っ
た
も
の
を
決
め
て
し
ま
う
こ
と

②

気
の
置
け
な
い

ア

油
断
の
な
ら
な
い

イ

親
し
み
の
も
て
な
い

ウ

遠
慮
の
い
ら
な
い

エ

騒
々
し
さ
の
な
い

オ

気
に
入
ら
な
い

問
三

傍
線
部
③
「
半
蔵
が
」
の
「
が
」
と
同
じ
用
法
の
助
詞
を
、
本
文
中
の
二
重
傍
線
部
Ａ
～
Ｅ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え

な
さ
い
。

問
四

傍
線
部
④
「
君
に
は
そ
う
い
う
綿
密
な
と
こ
ろ
が
あ
る
」
は
、「
寿
平
次
」
の
覚
え
書
き
に
つ
い
て
の
半
蔵
の
感
想
で
あ
る
が
、「
寿

平
次
」
の
「
綿
密
な
と
こ
ろ
」
は
こ
の
こ
と
以
外
に
ど
の
よ
う
な
点
が
あ
げ
ら
れ
る
か
。
具
体
的
に
二
十
五
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。

問
五

傍
線
部
⑤
「
そ
う
君
の
よ
う
に
、
む
ず
か
し
く
考
え
る
か
ら
さ
」
と
あ
る
が
、
次
の
ⅰ
・
ⅱ
の
問
い
に
つ
い
て
答
え
な
さ
い
。

ⅰ

「
寿
平
次
」
は
「
半
蔵
」
が
ど
の
よ
う
な
点
で
悩
ん
で
い
る
と
受
け
止
め
て
い
る
か
。
三
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。

ⅱ

「
半
蔵
」
は
実
の
と
こ
ろ
ど
の
よ
う
な
点
で
悩
ん
で
い
る
の
か
。
三
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。

問
六

本
文
の
作
者
・
島
崎
藤
村
の
作
品
を
次
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

田
舎
教
師

イ

舞
姫

ウ

蟹
工
船

エ

杜
子
春

オ

破
戒

カ

斜
陽



号

令
和
五
年
度
徳
島
文
理
高
等
学
校
入
学
試
験
問
題

番験

第
一
限

国

語

（
そ
の
七
）

受三

次
の
Ａ
・
Ｂ
の
古
文
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

Ａ

徳
大
寺
右
大
臣
殿
、
検
非
違
使
の
別
当
の
時
、
中

門
に
て
使
庁
の
評

定
行
は
れ
け
る
程
に
、
官

人
章
兼
が
牛
は
な
れ
て
、
庁
の
内

※
１

※
２
け

ん

び

ゐ

し

べ
つ
た
う

※
３
ち
ゆ
う
も
ん

ひ
や
う
ぢ
や
う

く
わ
ん
に
ん
あ
き
か
ね

ち
や
う

徳
大
寺
右
大
臣
殿
が
、
検
非
違
使
庁
の
長
官
で
あ
っ
た
時
、

検
非
違
使
庁
の
事
務
の
評
決
を
な
さ
っ
て
い
た
間
に
、
下
級
役
人
で
あ
る
章
兼
の
牛
車
の
牛
が

へ
入
り
て
、
大
理
の
座
の
浜
床
の
上
に
の
ぼ
り
て
、
に
れ
う
ち
か
み
て
臥
し
た
り
け
り
。
重
き
怪
異
な
り
と
て
、
牛
を
陰
陽
師
の
も
と
へ
遣

※
４
だ

い

り

ざ

は
ま
ゆ
か

※
５

ふ

※
６
け

い

※
７
お
ん

や

う
じ

つ
か

長
官
の
座
席
で
あ
る
浜
床
の
上
に

反
芻
し
て

は
す
べ
き
由
、

各

申
し
け
る
を
父
の
相

国
聞
き
給
ひ
て
、
「
牛
に
分
別
な
し
。
足
あ
れ
ば
、
い
づ
く
へ
か
の
ぼ
ら
ざ
ら
ん
。
尫

弱
の
官

よ
し

①
お
の
お
の

※
８

し
や
う
こ
く

ふ
ん
べ
つ

②

※
９
わ
う
じ
や
く

人
、
た
ま
た
ま
出
仕
の
微
牛
を
取
ら
る
べ
き
や
う
な
し
。」
と
て
、
牛
を
ば
主
に
返
し
て
、
臥
し
た
り
け
る
畳
を
ば
換
へ
ら
れ
に
け
り
。

し
ゆ
つ
し

び

ぎ

う

③
ぬ
し

た
た
み

た
ま
た
ま
出
仕
に
用
い
た
貧
弱
な
牛
を

あ
へ
て
凶
事
な
か
り
け
る
と
な
ん
。

き
や
う

じ

少
し
も

「
怪
し
み
を
見
て
怪
し
ま
ざ
る
時
は
、
怪
し
み
か
へ
り
て
破
る
。
」
と
言
へ
り
。

（
『
徒
然
草
』
二
○
六
段
）

注
※
１

徳
大
寺
右
大
臣
殿
…
…
藤
原
公
孝
。「
検
非
違
使
の
別
当
」
を
務
め
て
い
た
の
は
十
五
歳
か
ら
十
七
歳
の
頃
。

き
ん
た
か

※
２

検
非
違
使
…
…
検
非
違
使
庁
。
京
中
の
警
察
・
裁
判
を
担
当
し
た
役
所
。

※
３

中
門
…
…
寝
殿
か
ら
中
門
に
至
る
廊
下
の
間
。
会
議
室
と
し
て
用
い
た
。

※
４

大
理
の
座
の
浜
床
…
…
「
大
理
」
は
、
検
非
違
使
庁
長
官
の
唐
風
の
呼
び
名
。「
浜
床
」
は
、
長
官
用
の
座
席
と
し
て
設
け
ら
れ

た
台
で
、
広
さ
二
畳
高
さ
二
尺(

約
六
〇
㎝)

程
あ
る
。

※
５

に
れ
う
ち
か
み
て
…
…
反
芻
し
て
。
一
度
飲
み
込
ん
だ
食
物
を
再
び
口
中
に
戻
し
、
噛
み
直
し
て
再
び
飲
み
込
ん
で
。

は
ん
す
う

※
６

怪
異
…
…
怪
事
件
。

※
７

陰
陽
師
…
…
陰
陽
寮
に
属
し
、
吉
凶
を
占
っ
た
役
人
。

※
８

父
の
相
国
…
…
公
孝
の
父
親
で
あ
る
太
政
大
臣
藤
原
実
基
。「
相
国
」
は
、
太
政
大
臣
の
唐
風
の
呼
び
名
。

さ
ね
も
と

※
９

尫
弱
の
官
人
…
…
貧
し
い
下
級
役
人
。

Ｂ

亀
山
殿
建
て
ら
れ
ん
と
て
、
地
を
引
か
れ
け
る
に
、
大
き
な
る

蛇

、
数
も
知
ら
ず
凝
り
集
ま
り
た
る
塚
あ
り
け
り
。
こ
の
所
の
神

※
１
か
め
や
ま
ど
の

く
ち
な
は

こ

つ
か

地
な
ら
し
を
な
さ
っ
た
と
こ
ろ
、

一
か
所
に
集
ま
っ
て
い
る
塚

こ
の
土
地
の
神
で
あ
る

な
り
と
言
ひ
て
、
事
の
由
を
申
し
け
れ
ば
、「
い
か
が
あ
る
べ
き
。
」
と
勅

問
あ
り
け
る
に
、「
古
く
よ
り
こ
の
地
を
占
め
た
る
も
の
な
ら

よ
し

※
２
ち
よ
く
も
ん

そ
の
い
き
さ
つ
を
後
嵯
峨
院
に
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ

こ
の
土
地
の
主
で
あ
っ
た
も
の
な
ら

ば
、
さ
う
な
く
掘
り
捨
て
ら
れ
が
た
し
。
」
と
皆
人
申
さ
れ
け
る
に
、
こ
の
大
臣
一
人
、
「
王
土
に
を
ら
ん
虫
、
皇
居
を
建
て
ら
れ
ん
に
、

お

と

ど

※
３
わ

う

ど

む
や
み
に

何
の
た
た
り
を
か
な
す
べ
き
。
鬼
神
は
よ
こ
し
ま
な
し
。
咎
む
べ
か
ら
ず
。
た
だ
皆
掘
り
捨
つ
べ
し
。」
と
申
さ
れ
た
り
け
れ
ば
、
塚
を
崩

き

じ

ん

と
が

④

神
霊
は
道
理
に
外
れ
た
こ
と
は
し
な
い
。
気
に
す
る
こ
と
は
な
い
。

し
て
、
蛇
を
ば
大
井
川
に
流
し
て
け
り
。
さ
ら
に
た
た
り
な
か
り
け
り
。

（
『
徒
然
草
』
二
○
七
段
）

お

お

い
が

は

⑤

流
し
て
し
ま
っ
た

。
ま
っ
た
く

注
※
１

亀
山
殿
…
…
後
嵯
峨
院(

後
嵯
峨
上
皇)

が
嵯
峨
に
造
営
し
た
仙
洞
御
所
。

ご

さ

が

い

ん

せ
ん
と
う
ご
し
よ

※
２

勅
問
…
…
天
皇
の
お
尋
ね
。
後
嵯
峨
院
の
お
尋
ね
。

※
３

王
土
…
…
天
皇
統
治
の
国
土
。



号

令
和
五
年
度
徳
島
文
理
高
等
学
校
入
学
試
験
問
題

番験

第
一
限

国

語

（
そ
の
八
）

受問
一

傍
線
部
①
「
各
申
し
け
る
」
と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
「
申
し
」
た
と
い
う
の
か
、
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

警
察
・
裁
判
を
担
当
す
る
検
非
違
使
庁
で
、
長
官
の
座
が
汚
さ
れ
た
こ
と
は
、
法
秩
序
を
揺
る
が
す
事
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

イ

大
理
の
座
に
登
っ
て
い
る
牛
は
、
下
級
役
人
の
章
兼
の
牛
で
あ
り
、
管
理
不
行
き
届
き
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
。

ウ

長
官
の
座
る
べ
き
浜
床
に
牛
が
寝
そ
べ
る
こ
と
は
許
し
が
た
い
こ
と
で
あ
り
、
す
ぐ
に
処
分
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

エ

重
大
な
怪
事
件
で
あ
る
か
ら
、
章
兼
の
牛
を
陰
陽
師
の
も
と
に
送
り
届
け
、
吉
凶
を
占
わ
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

問
二

傍
線
部
②
「
足
あ
れ
ば
、
い
づ
く
へ
か
の
ぼ
ら
ざ
ら
ん
」
と
あ
る
が
、
現
代
語
訳
と
し
て
、
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

牛
に
は
足
が
あ
る
が
、
ど
こ
に
登
る
の
だ
ろ
う
か
。

イ

牛
に
は
足
が
あ
る
が
、
ど
う
し
て
登
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

ウ

牛
に
は
足
が
あ
る
の
で
、
ど
こ
に
で
も
登
る
だ
ろ
う
。

エ

牛
に
は
足
が
あ
る
の
で
、
ど
う
し
て
も
登
る
だ
ろ
う
。

問
三

傍
線
部
③
「
主
」
と
あ
る
が
、
誰
を
指
す
の
か
、
答
え
な
さ
い
。

問
四

傍
線
部
④
「
た
だ
皆
掘
り
捨
つ
べ
し
」
と
あ
る
が
、
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
に
命
じ
た
の
か
、
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選

び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

幾
世
代
も
住
み
続
け
て
そ
の
土
地
の
主
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
、
む
や
み
に
掘
り
捨
て
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
か
ら
。

イ

国
土
は
す
べ
て
天
皇
統
治
の
土
地
で
あ
り
、
そ
の
土
地
に
生
き
る
も
の
は
、
皇
居
造
営
に
た
た
る
は
ず
は
な
い
か
ら
。

ウ

蛇
が
こ
の
地
に
住
む
神
霊
で
あ
る
な
ら
、
道
理
に
外
れ
た
こ
と
は
行
わ
な
い
の
で
、
気
に
か
け
る
こ
と
は
な
い
か
ら
。

エ

天
皇
統
治
の
国
土
に
住
む
も
の
が
皇
居
造
営
に
た
た
る
は
ず
は
な
く
、
神
霊
は
道
理
に
外
れ
た
こ
と
を
し
な
い
か
ら
。

問
五

傍
線
部
⑤
「
さ
ら
に
た
た
り
な
か
り
け
り
」
と
あ
る
が
、
同
様
の
内
容
を
表
す
部
分
を
Ａ
の
文
か
ら
一
文
で
取
り
出
し
な
さ
い
。

問
六

波
線
部
「
こ
の
大
臣
」
と
あ
る
が
、
Ａ
の
文
に
登
場
す
る
「
父
の
相
国
」
と
同
一
人
物
で
あ
り
、「
藤
原
実
基
」
を
指
す
。
こ
の
二

つ
の
話
か
ら
「
藤
原
実
基
」
は
、
ど
の
よ
う
な
考
え
方
を
持
つ
人
物
か
、
説
明
し
な
さ
い
。

問
七

『
徒
然
草
』
の
作
者
名
を
漢
字
で
答
え
な
さ
い
。


