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国
語 

第
四
問 

【
解
説
】 

（
１
）
文
法
問
題
。
本
文
の
「
は
っ
き
り
」
の
品
詞
は
副
詞
。 

ア

．
「
や
が
て
」
の
品
詞
は
副
詞
の
た
め
正
答
。 

イ

．
「
美
し
い
」
の
品
詞
は
形
容
詞
の
た
め
不
適
。 

ウ

．
「
よ
う
な
」
の
品
詞
は
助
動
詞
の
た
め
不
適
。 

エ

．
「
確
実
に
」
の
品
詞
は
形
容
動
詞
の
た
め
不
適
。 

 

（
２
）
第
二
、
第
三
段
落
で
「
人
種
の
坩
堝
」
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
「
る
つ
ぼ
」
自
体
は
実
験

機
器
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
人
種
の
坩
堝
」
は
比
喩
表
現
で
あ
り
、
九
～
十
行
目
に
「
多
様
な
人
種
や
民
族

を
溶
か
し
て
し
ま
う
器
」
が
「
ミ
ー
ド
が
生
き
た
シ
カ
ゴ
そ
の
も
の
の
姿
」
で
あ
り
「
都
市
社
会
学
の
原

点
で
あ
る
シ
カ
ゴ
を
語
る
時
、
こ
の
言
葉
は
象
徴
的
に
使
わ
れ
る
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
説
明
の
も
と
、
第
三
段
落
で
「
語
る
言
葉
も
生
活
習
慣
も
文
化
も
異
な
る
人
々
が
同
じ
街
で
く
ら

す
と
し
て
」
発
生
す
る
「
社
会
問
題
」
を
ど
う
捉
え
、
解
決
す
る
か
と
い
う
「
実
践
的
な
問
題
関
心
の
も

と
、
社
会
学
部
が
出
来
た
」
、
そ
し
て
「
シ
カ
ゴ
大
学
で
社
会
学
の
知
的
実
践
の
基
本
が
創
造
さ
れ
た
」

と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
文
で
は
「
人
種
の
坩
堝
」
の
定
義
（
＝
シ
カ
ゴ
が
多
様
な
人
種
と
民
族
が
大
量

に
存
在
す
る
こ
と
）
と
、
そ
の
よ
う
な
シ
カ
ゴ
の
環
境
下
で
は
様
々
な
社
会
問
題
が
発
生
す
る
た
め
に
社

会
学
が
創
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。 

 

ア

．
「
今
や
世
界
中
に
存
在
感
を
誇
示
」
は
不
適
。
本
文
に
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
。  

イ

．
「
個
別
の
問
題
を
調
査
す
る
余
裕
が
な
い
ほ
ど
、
人
口
が
過
密
で
あ
る
」
は
不
適
。
「
人
口
が
過
密
」

と
い
う
記
載
は
な
く
、
様
々
な
問
題
が
発
生
す
る
中
で
解
決
の
た
め
に
社
会
学
が
醸
成
さ
れ
た
旨
が
記
載

さ
れ
て
い
る
。 

ウ

．
正
答
。  

エ

．
「
言
葉
や
生
活
習
慣
な
ど
の
壁
が
な
く
な
り
、
皆
が
協
力
し
あ
っ
て
生
き
て
い
る
こ
と
」
は
不
適
。

都
市
社
会
学
の
発
展
の
結
果
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
文
中
に
記
載
は

な
い
た
め
誤
り
。  

 

（
３
）
本
文
で
の
説
明
内
容
を
ま
と
め
た
空
欄
部
を
埋
め
る
問
題
。 

 

傍
線
部
は
「
～
で
し
ょ
う
か
。
」
と
疑
問
形
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
解
答
の
根
拠
は
傍
線
部
後
に
あ
る

と
判
断
で
き
る
。
直
後
に
、
「
ミ
ー
ド
は
こ
の
問
い
に
対
し
て
、
他
者
の
態
度
を
内
面
化
す
る
こ
と
に
よ

る
社
会
化
と
「
Ｉ
」
と
「
ｍ
ｅ
」
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
に
よ
る
自
己
の
形
成
」
と
続
い
て
い
る
た
め
、
こ
の

内
容
を
ま
と
め
れ
ば
解
答
と
な
る
。 

 

第
五
段
落
で
「
Ｉ
」
と
「
ｍ
ｅ
」
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
に
関
す
る
記
述
が
抽
象
的
に
示
さ
れ
、
第
六
段
落



冒
頭
で
「
少
し
考
え
れ
ば
わ
か
る
の
で
す
が
」
と
具
体
化
の
展
開
が
な
さ
れ
て
い
る
。
設
問
の
文
章
は
こ

の
具
体
化
し
た
内
容
を
ま
と
め
る
問
題
で
あ
る
か
ら
、
第
六
段
落
以
降
が
問
三
に
お
け
る
解
答
の
根
拠
に

な
り
う
る
と
わ
か
る
。 

 

第
六
段
落
は
、
「
人
間
は
他
者
と
出
会
う
こ
と
」
か
ら
避
け
る
こ
と
は
で
き
ず
、
様
々
な
人
間
と
の
関

わ
り
合
い
に
よ
っ
て
成
長
し
、
社
会
化
し
、
老
い
て
い
く
と
書
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
続
く
第
七
段
落
で

「
他
者
の
態
度
を
引
き
受
け
、
期
待
さ
れ
る
役
割
を
そ
の
場
で
判
断
し
、
適
切
に
役
割
を
演
じ
、
上
手
に

他
者
と
の
関
係
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
は
、
と
て
も
重
要
」
と
結
ば
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
人
間

は
他
者
と
の
出
会
い
と
相
互
関
係
の
中
で
、
他
者
か
ら
求
め
ら
れ
る
自
己
を
判
断
し
そ
の
要
求
に
応
え
な

が
ら
成
長
し
続
け
る
」
と
い
う
要
約
が
考
え
ら
れ
る
。
設
問
の
空
欄
に
合
わ
せ
る
と
、 

Ⅰ

．
ア
（
他
者
） 

Ⅱ

．
ア
（
他
者
） 
Ⅲ

．
エ
（
社
会
構
成
員
と
し
て
の
自
己
）
と
な
る
。 

 

（
４
）
傍
線
部
前
に
「
他
者
と
出
会
う
こ
と
」
の
例
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。 

・
両
親
の
よ
う
な
最
も
親
密
な
家
族 

・
友
人
や
部
活
仲
間 

・
同
僚 

・
同
じ
イ
ベ
ン
ト
の
参
加
者 

・
街
で
す
れ
違
う
人
々 

・
介
護
者 

・
生
き
て
い
る
う
ち
に
出
会
わ
な
い
圧
倒
的
多
数
の
他
者 

こ
れ
ら
の
事
柄
に
合
致
す
る
選
択
肢
を
選
ぶ
。 

ア

．
「
様
々
な
役
割
を
互
い
に
共
有
し
あ
う
他
者
や
、
そ
の
場
に
応
じ
て
役
割
を
演
じ
分
け
て
い
く
他
者
」 

は
該
当
す
る
他
者
の
例
が
な
い
た
め
不
適
。 

イ

．
正
答
。
「
長
い
時
間
を
共
有
す
る
他
者
」
は
イ
ベ
ン
ト
や
コ
ン
サ
ー
ト
の
参
加
者
を
指
し
、
「
短
い

時
間
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
関
わ
る
こ
と
の
な
い
他
者
」
は
す
れ
違
う
人
や
生
き
て
い
る
う
ち
に
出
会
わ

な
い
人
々
を
指
し
て
い
る
。 

ウ

．
「
信
頼
関
係
」
や
「
関
係
の
構
築
」
と
い
う
記
述
は
本
文
に
な
い
た
め
不
適
。  

エ

．
「
苦
手
意
識
を
持
つ
よ
う
な
他
者
」
は
該
当
す
る
他
者
の
例
が
な
い
た
め
不
適
。
友
人
や
同
僚
を
そ

れ
に
該
当
さ
せ
る
こ
と
は
本
文
に
記
述
が
な
い
た
め
で
き
な
い
。 

オ

．
「
自
己
の
生
き
方
に
影
響
を
与
え
る
他
者
」
は
自
ら
の
介
護
を
し
て
く
れ
る
人
を
指
し
、
「
精
神
的

な
結
び
つ
き
が
あ
ま
り
な
い
よ
う
な
他
者
」
は
生
き
て
い
る
う
ち
に
出
会
わ
な
い
他
者
を
指
す
。 

 

（
５
）
（
ａ
） 

本
文
と
、
政
治
や
社
会
に
参
加
す
る
「
主
体
」
（≒

自
己
）
を
形
成
す
る
う
え
で
「
批
判
す
る
力
」
が
必

要
と
し
て
い
る
追
加
の
文
章
を
踏
ま
え
て
解
答
す
る
問
題
。 

「
批
判
す
る
力
」
に
つ
い
て
筆
者
は
、
「
自
己
の
持
つ
負
の
側
面
か
ら
背
く
こ
と
な
く
、
今
後
の
た
め
に

好
転
さ
せ
る
こ
と
を
考
え
て
何
か
を
生
み
出
す
力
」
と
定
義
し
て
い
る
。
空
欄
Ⅰ
に
お
い
て
は
「
批
判
す



る
力
を
持
た
な
い
場
合
」
の
記
述
内
容
で
あ
り
、
批
判
す
る
力
を
持
た
な
い
と
き
の
結
果
と
し
て
ど
の
よ

う
な
存
在
に
な
っ
て
し
ま
う
か
を
解
答
と
す
る
。
本
文
に
目
を
向
け
る
と
第
八
段
落
に
、
「
ミ
ー
ド
の

「
自
己
」
論
で
、
私
が
と
て
も
興
味
深
く
思
う
の
は
、
「
Ｉ
」
と
い
う
「
自
己
」
が
持
つ
側
面
で
す
。

（
中
略
）
社
会
を
生
き
、
自
分
を
生
き
て
い
く
た
め
に
、
私
た
ち
は
つ
ね
に
新
し
い
何
か
を
生
み
出
す
可

能
性
を
秘
め
て
い
ま
す
。
「
社
会
性
」
を
守
る
こ
と
以
上
に
、
私
た
ち
が
「
自
己
」
を
作
り
上
げ
、
「
自

己
」
を
生
き
る
う
え
で
、
新
し
い
何
か
を
創
造
す
る
そ
の
力
が
大
切
だ
と
唱
え
る
ミ
ー
ド
の
考
え
は
、
確

実
に
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
」
と
あ
り
、
追
加
文
章
で
の
主
張
と
合
致
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
段
落
が
解
答

の
根
拠
と
な
る
こ
と
が
分
か
る
。 

「
社
会
性
を
守
る
よ
り
も
人
間
が
新
し
い
何
か
を
創
造
す
る
力
（
＝
批
判
す
る
力
）
の
方
が
大
切
」
と
ま

と
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
批
判
す
る
力
が
な
い
と
、
「
社
会
性
を
守
る
」
だ
け
の
存
在
に
な
っ
て
し
ま
う
。

し
た
が
っ
て
解
答
は
「
エ
」
と
な
る
。 

 

（
５
）
（
ｂ
） 

空
欄
部
は
、
批
判
す
る
力
を
持
つ
こ
と
で
可
能
に
な
る
こ
と
を
記
述
す
る
。
ま
ず
主
語
を
考
え
て
い
く
。 

 

追
加
の
文
章
は
、
「
政
治
や
社
会
に
参
加
す
る
主
体
を
作
り
上
げ
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
能
力
の
一
つ

が
批
判
す
る
力
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
論
旨
で
あ
る
た
め
、
批
判
す
る
力
を
持
つ
こ
と
で
、
政
治
や
社

会
に
参
加
す
る
主
体
（≒

自
己
）
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
、
本
文
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、

第
九
段
落
で
「
「
自
己
」
は
「
社
会
性
」
を
盛
る
た
め
だ
け
の
器
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
（
＝
自
己
）

は
「
社
会
性
」
を
ど
の
よ
う
に
受
容
す
る
か
、
そ
の
検
討
が
で
き
る
力
を
持
っ
た
人
間
存
在
の
重
要
な
側

面
な
の
で
す
。
ま
た
そ
れ
（
＝
自
己
）
は
「
社
会
性
」
の
持
つ
様
々
な
問
題
や
歪
み
を
い
っ
た
ん
受
容
し
、

そ
の
う
え
で
よ
り
気
持
ち
い
い
「
社
会
性
」
を
実
現
す
る
た
め
に
（
中
略
）
新
た
な
形
と
し
て
他
者
へ
と

示
し
て
い
け
る
力
を
持
っ
た
「
生
き
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
」
に
も
な
り
得
る
の
で
す
。
」
と
あ
る
。
（
ａ
）

で
批
判
す
る
力
は
「
何
か
を
新
し
い
何
か
創
造
す
る
力
」
と
定
義
づ
け
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
第
九
段
落

三
行
目
以
降
の
「
ま
た
そ
れ
は
」
以
降
の
、
「
よ
り
良
い
社
会
性
の
実
現
の
た
め
に
、
い
っ
た
ん
受
容
し

て
中
身
を
修
正
変
革
し
あ
ら
た
な
形
と
し
て
他
者
に
示
す
」
こ
と
は
批
判
す
る
力
で
あ
る
と
わ
か
る
。 

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
「
政
治
や
社
会
に
参
加
す
る
自
己
を
つ
く
り
あ
げ
、
他
者
へ
と
示
し
て
い
く
」
と

い
う
内
容
が
解
答
に
な
る
。
字
数
指
定
に
注
意
し
て
解
答
す
る
。 

 

（
６
） 

ア

．
「
「
Ｉ
」
と
「
ｍ
ｅ
」
を
比
較
す
る
こ
と
で
社
会
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
」
は
不
適
。
比

較
は
し
て
い
な
い
。 

イ

．
正
答
。 

ウ

．
「
後
半
は
（
中
略
）
「
ｍ
ｅ
」
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
」
は
不
適
。
筆
者
は
「
Ｉ
」
（
＝
「
自

己
」
）
の
観
点
を
強
調
し
て
い
る
。 

エ

．
「
創
造
性
・
創
発
性
に
欠
い
た
日
本
人
を
問
題
視
し
て
い
る
」
は
不
適
。
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
。 

 



第
五
問 

（
１
）
発
言
の
理
由
を
答
え
る
問
題
。
傍
線
部
前
に
わ
か
る
事
実
は
子
連
れ
の
女
が
若
柿
を
買
い
に
来
た

も
の
の
売
ら
れ
て
な
い
こ
と
を
知
り
落
胆
す
る
様
子
の
み
で
あ
る
か
ら
、
傍
線
部
後
に
解
答
の
根
拠
が
あ

る
と
わ
か
る
。
傍
線
部
か
ら
七
行
後
に
「
女
の
差
し
迫
っ
た
顔
つ
き
が
気
に
な
っ
た
新
吉
」
と
い
う
表
現

と
、
そ
の
後
の
「
も
う
三
年
も
～
」
の
発
言
か
ら
「
病
気
の
父
親
た
め
に
柿
を
食
べ
さ
せ
て
あ
げ
た
い
」

と
い
う
内
容
が
解
答
で
あ
る
と
わ
か
る
。 

ア

．
「
柿
の
実
を
買
う
こ
と
が
、
貧
し
い
中
で
味
わ
え
る
唯
一
の
ぜ
い
た
く
」
は
不
適
。
そ
の
よ
う
な
記

述
は
な
い
。 

イ

．
「
小
さ
い
こ
ど
も
に
、
柿
の
実
を
食
べ
さ
せ
た
い
」
は
不
適
。
父
親
に
食
べ
さ
せ
た
い
と
言
っ
て
い

る
。 

ウ

．
正
答
。  

エ

．
「
柿
の
実
を
買
う
こ
と
で
、
鮨
を
安
く
手
に
入
れ
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
っ
た
。
」 

は
不
適
。
そ

の
よ
う
な
記
述
は
な
い
。 

 

（
２
）
傍
線
部
で
の
新
吉
の
心
情
を
答
え
る
問
題
。 

父
親
の
状
況
を
鑑
み
て
柿
を
渡
し
た
も
の
の
、
身
な
り
の
貧
し
そ
う
な
女
か
ら
お
金
を
渡
さ
れ
た
場
面
。

傍
線
部
直
前
に
「
新
吉
は
受
け
取
る
か
ど
う
か
を
、
つ
か
の
間
思
案
し
た
。
そ
の
戸
惑
い
」
と
あ
り
、

「
そ
の
」
の
指
す
内
容
は
「
お
金
を
受
け
取
る
か
ど
う
か
」
で
あ
る
か
ら
、
戸
惑
い
の
内
容
は
「
お
金
を

受
け
取
っ
て
良
い
の
か
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
考
え
た
理
由
は
女
と
子
ど
も
の

「
身
な
り
が
貧
し
そ
う
」
と
い
う
表
現
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
父
親
も
病
気
で
貧
し
い
家
族
か
ら
お
金
を

受
け
取
る
か
ど
う
か
戸
惑
っ
た
」
と
い
う
解
答
に
な
る
。 

ア

．
「
職
人
と
し
て
精
進
を
重
ね
て
作
り
上
げ
た
鮨
を
売
ろ
う
か
迷
っ
て
い
る
」
は
不
適
。
そ
の
よ
う
な

記
述
は
な
い
。 

イ

．
正
答
。  

ウ

．
「
時
季
外
れ
の
柿
は
高
価
な
の
で
、
女
の
お
金
で
は
足
り
ず
、
さ
ら
に
代
金
を
要
求
し
よ
う
か
迷
っ

て
い
る
」
は
不
適
。
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
。  

エ

．
「
女
か
ら
の
お
金
は
柿
を
譲
る
に
は
多
す
ぎ
る
の
で
、
竹
を
も
う
一
本
渡
す
か
迷
っ
て
い
る
」 

は

不
適
。
お
金
が
余
計
で
あ
る
旨
の
記
述
は
あ
る
も
の
の
、
竹
を
渡
す
か
迷
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。 

 

（
３
）
女
の
様
子
を
説
明
す
る
問
題
。
（
２
）
で
新
吉
は
貧
し
い
家
族
か
ら
お
金
を
受
け
取
る
こ
と
に
戸

惑
っ
た
が
、
「
足
り
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
発
言
で
は
強
く
差
し

出
し
た
、
澄
ん
だ
目
が
光
っ
た
と
い
う
女
の
様
子
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
支
払
い
に
対
す
る

強
い
意
志
が
分
か
る
。
ま
た
設
問
の
文
章
が
「
ど
れ
ほ
ど
貧
し
い
暮
ら
し
だ
と
し
て
も
」
と
い
う
形
に
な

っ
て
い
る
た
め
、
支
払
い
を
当
然
と
し
て
行
お
う
と
す
る
選
択
肢
が
最
も
適
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

  



ア

．
「
心
の
充
足
に
結
び
つ
く
純
粋
さ
」
は
不
適
。
傍
線
部
は
、
自
分
に
対
し
て
の
様
子
で
は
な
く
新
吉

に
向
く
（
支
払
い
を
し
よ
う
と
す
る
）
様
子
で
あ
る
。 

イ

．
「
良
好
な
関
係
を
築
く
」
は
不
適
。
そ
の
よ
う
な
様
子
は
読
み
取
れ
な
い
。 

ウ

．
「
父
親
の
情
に
報
い
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
感
謝
の
念
」
は
不
適
。
支
払
い
に
対
す
る
意
思
を
解

答
の
根
拠
と
す
る
方
が
よ
り
適
当
。 

エ

．
正
答
。  

 

（
４
）
傍
線
部
の
新
吉
の
様
子
を
答
え
る
問
題
。
（
３
）
で
女
の
支
払
い
の
意
思
を
見
て
受
け
取
る
こ
と

と
し
た
が
、
金
額
が
余
計
で
あ
っ
た
た
め
そ
の
分
を
鮨
代
を
と
し
て
払
う
提
案
を
受
け
た
。
ま
た
、
女
は

鮨
が
好
き
で
あ
り
、
新
吉
の
作
る
鮨
が
お
い
し
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
受
け
て
の
傍
線
部
で
あ

る
か
ら
、
新
吉
は
「
女
に
鮨
を
作
る
よ
う
求
め
ら
れ
意
気
に
感
じ
て
い
る
。
」
こ
と
が
解
答
の
根
拠
で
あ

る
と
分
か
る
。 

ア

．
正
答
。 

イ

．
「
今
日
は
つ
け
な
い
と
決
め
て
い
た
柿
を
渡
し
て
し
ま
っ
て
、
自
分
自
身
を
ひ
ど
く
責
め
て
い
た
が
」

は
不
適
。
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
。  

ウ

．
「
柿
だ
け
を
求
め
て
く
る
女
に
対
し
て
未
熟
さ
を
感
じ
て
い
た
が
」
は
不
適
。
そ
の
よ
う
な
記
述
は

な
い
。  

エ

．
「
厚
か
ま
し
く
も
柿
を
添
え
物
の
よ
う
に
鮨
を
求
め
る
女
に
対
し
て
腹
立
ち
を
覚
え
て
い
た
」 

は

不
適
。
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
。 

 

（
５
）
傍
線
部
の
内
容
を
説
明
す
る
問
題
。 

女
に
鮨
と
柿
を
渡
し
て
受
け
取
っ
た
百
文
差
し
は
傍
線
部
の
状
態
で
あ
り
、
そ
の
直
後
に
「
ど
う
み
て

も
、
昨
日
今
日
に
銭
売
り
か
ら
買
っ
た
差
し
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
何
か
の
時
の
た
め
に
ず
っ
と
蓄
え
て
き

た
差
し
に
ち
げ
え
ね
え…

」
と
あ
る
か
ら
、
解
答
の
根
拠
は
こ
の
部
分
と
な
る
。 

ア

．
「
父
親
の
好
物
で
あ
る
若
柿
を
変
え
る
時
期
に
備
え
て
、
事
前
に
父
親
か
ら
預
か
っ
て
い
た
貨
幣
だ

と
い
う
こ
と
」
は
不
適
。
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
。 

イ

．
正
答
。  

ウ

．
「
父
親
の
看
病
に
追
わ
れ
て
い
た
の
で
、
使
う
暇
が
な
く
そ
の
ま
ま
古
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
は
不

適
。
何
か
の
時
の
た
め
に
蓄
え
て
い
た
。  

エ

．
「
高
い
身
分
で
は
な
い
の
で
、
銭
売
り
か
ら
買
う
こ
と
の
で
き
る
の
は
安
価
で
汚
れ
た
細
縄
だ
け
だ

と
い
う
こ
と
」 

は
不
適
。
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
。 

 

（
６
）
（
ａ
） 

Ⅰ

．
新
吉
が
、
女
が
来
た
そ
の
日
に
柿
を
売
ら
な
か
っ
た
理
由
を
答
え
る
問
題
。 

 

本
文
冒
頭
の
リ
ー
ド
文
に
、
「
安
売
り
を
し
な
い
と
い
う
親
方
の
教
え
を
忠
実
に
守
っ
た
」
や
（
４
）

で
お
い
し
い
と
噂
の
立
っ
て
い
た
新
吉
の
鮨
の
話
を
聞
い
て
意
気
に
思
っ
た
点
な
ど
か
ら
、
新
吉
自
身
の



鮨
職
人
と
し
て
の
こ
だ
わ
り
が
判
断
で
き
る
。
文
字
数
制
限
を
考
え
る
と
、
「
鮨
職
人
と
し
て
の
矜
持
」

や
「
仕
事
へ
の
思
い
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

 

Ⅱ

．
他
者
に
も
ま
っ
す
ぐ
向
き
合
う
人
物
で
あ
る
表
現
を
本
文
中
か
ら
探
す
問
題
。
女
に
対
し
て
発
言
し

て
い
る
中
で
、
金
銭
を
受
け
取
る
こ
と
を
了
承
し
た
場
面
で
実
際
の
金
額
の
内
訳
を
話
し
、
「
姐
さ
ん
に

ほ
ど
こ
し
を
す
る
わ
け
じ
ゃ
ね
え
ん
だ
」
と
あ
る
。
貧
し
い
家
族
と
い
う
状
況
を
認
識
し
な
が
ら
も
、

「
施
し
を
か
け
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
女
に
対
し
て
向
き
合
っ
て
い
る
場
面
で
あ
り
、
ま
た
字
数
制
限
も

満
た
し
て
い
る
た
め
、
「
ほ
ど
こ
し
を
す
る
わ
け
じ
ゃ
ね
え
ん
だ
」
が
正
答
と
な
る
。 

 

（
６
）
（
ｂ
）
傍
線
の
理
由
を
記
述
す
る
問
題
。
こ
の
問
題
に
お
い
て
も
（
ａ
）
Ⅱ
と
同
様
に
、
女
に
対

し
て
「
施
し
を
す
る
（
＝
情
け
を
か
け
る
）
わ
け
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
新
吉
が
代
金
を

受
け
取
ら
な
か
っ
た
理
由
を
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
会
話
の
中
で
「
仕
事
だ
け
で
な
く
、
他
者
に
も
ま

っ
す
ぐ
向
き
合
う
人
物
」
と
し
て
い
る
の
で
、
情
け
を
か
け
る
こ
と
が
、
女
に
対
し
て
良
い
こ
と
で
は
な

い
と
思
っ
て
い
る
と
ま
と
め
ら
れ
る
。
貧
し
い
こ
と
を
理
由
に
し
て
情
け
を
か
け
て
し
ま
う
と
、
女
に
対

し
て
見
下
し
て
い
る
こ
と
と
同
義
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
以
上
か
ら
「
貧
し
い
こ
と
を
理
由
に
し
て
情
け

を
か
け
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
相
手
を
見
下
す
こ
と
に
な
る
」
と
ま
と
め
ら
れ
る
。 

                    



第
六
問 

 

【
現
代
語
訳
】 

欲
の
深
い
住
職
が
、
同
宿
を
連
れ
て
囉
斎
に
出
か
け
た
。
家
人
が
僧
に
お
布
施
を
つ
つ
み
子
ど
も
に
持
た

せ
住
職
の
前
に
据
え
た
と
こ
ろ
、
住
職
は
百
文
の
つ
つ
み
と
思
え
た
。
そ
の
後
、
家
の
主
人
が
二
百
文
つ

つ
ん
だ
よ
う
な
も
の
を
も
っ
て
、
同
宿
の
前
に
据
え
た
。
住
職
は
「
不
審
だ
、
順
番
を
前
後
間
違
え
た
の

で
あ
ろ
う
」
と
思
い
、
寺
に
帰
っ
て
同
宿
に
向
か
っ
て
、
「
先
ほ
ど
の
お
布
施
は
、
施
主
が
取
り
違
え
た

と
思
わ
れ
る
。
俺
の
も
の
を
お
前
に
渡
し
、
お
前
の
も
の
を
こ
ち
ら
へ
寄
こ
し
な
さ
い
」
と
言
っ
た
。
同

宿
は
戸
惑
う
様
子
を
し
て
い
る
と
、
住
職
は
い
っ
そ
う
欲
し
い
と
思
い
、
自
分
の
分
を
投
げ
出
し
、
そ
の

二
百
文
の
つ
つ
み
を
取
り
上
げ
て
み
た
と
こ
ろ
、
ろ
う
そ
く
が
二
丁
あ
っ
た
。 

 

（
１
）
み
え
た
り 

 

（
２
）
お
布
施
の
渡
さ
れ
方
が
、
上
位
の
僧
で
あ
る
自
分
は
百
文
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し

て
、
下
位
の
僧
で
あ
る
同
宿
に
は
二
百
文
に
思
え
た
の
で
不
審
に
思
っ
た
。 

ア

．
「
経
を
読
む
前
に
渡
す
は
ず
の
布
施
を
後
に
し
た
」
は
不
適
。
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
。 

イ

．
「
つ
つ
み
方
の
間
違
い
か
ら
、
布
施
の
向
き
が
逆
に
な
っ
た
」
は
不
適
。
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
。 

ウ

．
「
童
子
が
、
長
老
と
同
宿
の
前
へ
布
施
を
置
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
」
は
不
適
。
長
老
へ
は
童
子
が
、

同
宿
へ
は
亭
主
が
渡
し
て
い
る
。  

エ

．
正
答
。 

 

（
３
）
傍
線
部
の
理
由
を
説
明
す
る
問
題
。 

 

同
宿
が
困
惑
し
た
の
は
、
住
職
が
自
分
に
は
少
な
い
額
の
お
布
施
で
あ
っ
た
と
勘
違
い
し
、
お
布
施
を

交
換
す
る
よ
う
（
強
制
的
し
て
）
指
示
し
て
き
た
た
め
で
あ
る
。 

ア

．
「
同
宿
は
自
分
が
も
ら
っ
た
貴
重
な
ろ
う
そ
く
を
譲
れ
な
い
と
思
う
け
れ
ど
」
は
不
適
。
そ
の
よ
う

な
記
述
は
な
い
。 

イ

．
「
施
主
に
や
り
直
し
を
命
じ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
」
は
不
適
。
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
。 

ウ

．
正
答
。  

エ

．
「
ど
ち
ら
の
布
施
も
最
後
に
は
寺
の
も
の
に
な
る
の
に
、
面
倒
で
全
く
意
味
の
な
い
交
換
を
長
老
が

無
理
強
い
し
て
い
る
こ
と
。
」
は
不
適
。
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
。 

 

（
４
）
傍
線
部
の
主
語
に
な
る
の
は
長
老
（
ウ
）
で
あ
る
。 

 

（
５
）
（
ａ
）
返
り
点
の
問
題
。
返
り
点
の
ル
ー
ル
に
注
意
し
て
答
え
る
。 

ア

．
一
二
点
が
連
続
し
て
い
る
た
め
不
適
。 

イ

．
正
答
。  

ウ

．
一
二
点
が
連
続
し
て
い
る
た
め
不
適
。 



エ

．
一
二
点
の
順
番
が
異
な
る
た
め
不
適
。 

 

（
６
）
（
ｂ
）
会
話
の
空
欄
部
に
入
る
表
現
を
記
述
す
る
問
題
。
欲
に
関
連
し
て
今
回
の
本
文
を
踏
ま
え

て
解
答
す
る
。
空
欄
部
は
物
語
の
結
末
部
分
を
示
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
点
を
ま
と
め
る
。 

 

同
宿
の
分
と
自
分
の
分
を
交
換
し
よ
う
と
し
て
、
無
理
や
り
取
り
上
げ
て
み
た
ら
ろ
う
そ
く
二
丁
で
あ

り
、
結
果
自
分
の
百
文
を
失
っ
た
旨
を
字
数
制
限
に
注
意
し
て
記
載
す
れ
ば
良
い
。 


