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国
語 

第
四
問 

【
解
説
】 

（
１
）「
外
れ
値
」
の
文
章
中
で
の
意
味
を
答
え
る
問
題
。 

 

一
般
的
に
「
外
れ
値
」
は
、
実
験
デ
ー
タ
な
ど
で
明
ら
か
に
異
な
る
デ
ー
タ
値
を
指
す
言
葉
で
あ
り
、
一

般
的
な
会
話
の
中
で
も
用
い
ら
れ
る
。
本
文
で
は
、
サ
イ
エ
ン
ス
と
ア
ー
ト
に
お
け
る
話
題
の
中
で
用
い
ら

れ
て
お
り
、
サ
イ
エ
ン
ス
で
「
外
れ
値
」
は
棄
却
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
ア
ー
ト
で
は
注
目
さ
れ
う
る
要

素
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
に
合
致
す
る
選
択
肢
を
選
ぶ
。 

ア
．「
例
外
だ
か
ら
こ
そ
注
意
し
て
扱
う
べ
き
デ
ー
タ
」
は
不
適
。
サ
イ
エ
ン
ス
で
は
注
意
し
て
扱
わ
な
い
。 

イ
．「
で
た
ら
め
で
使
用
す
る
価
値
の
な
い
デ
ー
タ
」
は
不
適
。
サ
イ
エ
ン
ス
で
は
価
値
は
な
い
が
、
ア
ー

ト
で
は
価
値
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。  

ウ
．
正
答
。
サ
イ
エ
ン
ス
で
は
外
れ
値
か
ら
は
結
論
は
見
い
だ
せ
な
い
。
ア
ー
ト
に
お
い
て
は
偶
然
性
が
大

事
に
さ
れ
る 

（
５
行
目
）
と
あ
り
、
外
れ
値
の
よ
う
な
偶
然
の
結
果
と
合
致
す
る
。 

エ
．「
条
件
を
整
え
て
も
正
解
に
は
至
ら
な
い
」
は
不
適
。
サ
イ
エ
ン
ス
で
は
条
件
を
整
え
れ
ば
必
ず
同
じ

結
果
に
な
る
（
３
行
目
）
た
め
、
外
れ
値
は
条
件
を
整
え
れ
ば
正
解
に
至
る
。  

 

（
２
）
サ
イ
エ
ン
ス
と
ア
ー
ト
の
対
比
構
造
を
「『
わ
た
し
』
の
存
在
」
の
観
点
か
ら
読
解
す
る
問
題
。 

 

本
文
１
０
行
目
の
「
い
っ
ぽ
う
」
の
前
が
サ
イ
エ
ン
ス
に
つ
い
て
、
後
が
ア
ー
ト
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
本
文
の
表
現
を
引
用
し
整
理
す
る
と
次
の
通
り
。 

・
サ
イ
エ
ン
ス 

 

論
文
表
現
で
は
「
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う
形
が
好
ま
れ
る
。
（
８
行
目
） 

→

誰
が
ど
う
見
て
も
そ
う
解
釈
で
き
る
無
理
の
な
い
論
理
。（
９
行
目
） 

・
ア
ー
ト 

 

サ
イ
エ
ン
ス
と
は
異
な
り
「
わ
た
し
」
が
な
け
れ
ば
始
ま
ら
ず
（
１
１
行
目
）、
他
の
誰
も
が
気
付
か
な

か
っ
た
「
わ
た
し
」
の
「
思
う
・
感
じ
る
」
を
切
り
出
し
て
表
現
す
る
。（
１
２
行
目
） 

 

設
問
Ⅰ
・
Ⅱ
は
そ
れ
ぞ
れ
サ
イ
エ
ン
ス
、
ア
ー
ト
に
つ
い
て
の
記
述
に
な
る
た
め
、
本
文
の
記
述
と
の
言
い

換
え
に
な
っ
て
い
る
選
択
肢
を
考
え
れ
ば
よ
い
。 

ア
．「
矛
盾
の
な
い
平
均
化
さ
れ
た
」
は
「
矛
盾
の
な
い
」
と
い
う
表
現
は
適
当
で
あ
る
が
、「
平
均
化
さ
れ

た
」
は
不
適
。
平
均
化
さ
れ
る
の
は
デ
ー
タ
で
あ
り
、
そ
の
デ
ー
タ
か
ら
一
般
的
な
考
察
が
生
ま
れ
る
。 

イ
．
Ⅰ
の
正
答
。「
一
般
」
と
い
う
表
現
は
「
広
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
」
を
表
す
た
め
に
適
当
な
語
。 

ウ
．「
無
理
の
な
い
表
現
で
解
釈
で
き
る
」
は
サ
イ
エ
ン
ス
に
対
し
て
は
、
表
現
に
対
す
る
解
釈
は
求
め
ら

れ
て
い
な
い
。
ア
ー
ト
に
関
し
て
は
、
解
釈
は
各
人
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
、
一
つ
の
正
解
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
と
記
載
が
あ
る
た
め
（
１
３
行
目
）
不
適
。  

エ
．「
対
極
に
位
置
す
る
わ
け
で
は
な
い
」 

は
そ
れ
ぞ
れ
文
意
が
通
ら
な
い
た
め
不
適
。 

オ
．
Ⅱ
の
正
答
。 



（
３
）
傍
線
部
の
内
容
説
明
問
題
。 

 

第
３
段
落
で
サ
イ
エ
ン
ス
と
ア
ー
ト
の
対
比
構
造
が
述
べ
ら
れ
た
の
ち
に
、
傍
線
部
を
含
む
第
４
段
落

で
、
根
幹
に
あ
る
サ
イ
エ
ン
ス
と
ア
ー
ト
の
共
通
部
分
の
主
張
が
展
開
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
解
答
の
根

拠
は
第
５
段
落
以
降
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

第
５
段
落
以
降
を
見
る
と
、
５
～
７
段
落
に
か
け
て
実
体
験
に
基
づ
く
具
体
内
容
を
記
述
し
、
第
８
段
落

２
行
目
に
「
ど
ち
ら
も
（
サ
イ
エ
ン
ス
も
ア
ー
ト
も
）
核
と
な
る
の
は
、
身
の
回
り
の
出
来
事
や
現
象
に
目

を
向
け
て
『
！
』
と
感
じ
る
こ
こ
ろ
」
と
あ
る
。
こ
の
部
分
が
傍
線
部
の
「
共
通
す
る
も
の
」
と
合
致
す
る
。 

ア
．
正
答
。「
自
ら
の
感
情
の
高
ま
り
を
感
じ
る
」
は
「『
！
』
と
感
じ
る
」
の
言
い
換
え
と
し
て
適
当
。 

 

イ
．「
小
さ
な
疑
問
で
も
解
決
を
図
ろ
う
と
す
る
」
は
不
適
。
サ
イ
エ
ン
ス
の
み
に
関
す
る
記
述
。  

ウ
．「
自
己
の
成
長
を
意
識
」
は
不
適
。
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
。  

エ
．「
新
た
な
発
見
に
つ
な
げ
よ
う
と
す
る
」
は
不
適
。
サ
イ
エ
ン
ス
に
関
す
る
記
述
。 

 

（
４
）
空
欄
に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
答
え
る
問
題
。 

 

空
欄
は
内
藤
さ
ん
の
会
話
中
に
あ
り
、
木
漏
れ
日
を
見
て
（
Ｄ
）
と
感
じ
、
そ
れ
を
表
現
し
た
い
と
述
べ

て
い
る
。
本
文
２
２
行
目
に
「
そ
の
『
感
じ
』
を
ア
ー
ト
の
中
に
表
現
し
た
い
。
」
３
４
行
目
に
「
ア
ー
ト

は
『
！
』
を
形
や
音
に
表
現
し
て
い
く
も
の
」
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
ー
ト
に
関
連
す
る
選
択
肢
が
正

答
と
な
る
。 

 

ア
．
正
答 

。
本
文
２
９
行
目
に
も
「『
！
』
は
そ
の
と
き
に
よ
っ
て
『
い
い
な
あ
』
の
こ
と
も
あ
れ
ば
」
と

あ
り
、
文
意
に
も
沿
う
た
め
適
当
。 

イ
．「
ま
れ
な
こ
と
」
は
文
意
に
合
わ
ず
不
適
。
ま
た
、（
３
）
で
自
ら
の
感
情
の
高
ま
り
を
感
じ
る
こ
と
が

ア
ー
ト
に
（
も
サ
イ
エ
ン
ス
に
も
）
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
。  

ウ
．「
正
し
い
こ
こ
ろ
」
は
不
適
。
ア
ー
ト
に
は
正
解
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。（
１
３
行
目
）  

エ
．「
ど
う
役
立
て
る
か
」
は
サ
イ
エ
ン
ス
に
関
す
る
記
述
の
た
め
不
適
。 

オ
．「
な
ぜ
そ
う
見
え
る
か
」
は
サ
イ
エ
ン
ス
に
関
す
る
記
述
の
た
め
不
適
。 

 

（
５
）
傍
線
部
の
説
明
問
題
。
傍
線
部
は
「
こ
う
し
て
考
え
て
み
る
と
、
文
系
か
理
系
か
と
い
う
こ
と
よ
り

も
」
に
続
く
文
章
で
あ
る
か
ら
、
単
純
な
文
理
の
分
け
方
と
の
対
比
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
指
示
語

「
こ
う
し
て
」
が
指
す
内
容
は
、
本
文
３
６
行
目
か
ら
直
前
ま
で
続
く
学
問
領
域
の
区
分
け
の
説
明
と
、
そ

の
応
用
研
究
例
を
指
し
て
お
り
、
１
０
段
落
の
「『
！
』
か
ら
『
？
』
を
ど
う
導
く
か
」
の
例
示
と
な
っ
て

い
る
。 

  

以
上
の
事
か
ら
、
文
理
と
い
う
単
純
な
区
切
り
で
は
な
く
問
い
の
立
て
方
（
！
と
感
じ
る
こ
こ
ろ
）
に
依

っ
て
自
身
の
興
味
や
関
心
を
決
め
て
い
く
べ
き
と
い
う
内
容
が
解
答
と
な
る
。 

  



ア
．「
今
後
の
社
会
の
あ
り
方
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
」
は
不
適
。
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
。 

イ
．「
ど
こ
に
注
目
し
て
問
い
を
立
て
る
か
に
よ
っ
て
、
サ
イ
エ
ン
ス
に
発
展
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
」
は
不
適
。 

サ
イ
エ
ン
ス
そ
の
も
の
へ
の
可
能
性
を
見
出
す
わ
け
で
は
な
い
。 

ウ
．
正
答
。  

エ
．
全
体
と
し
て
ア
ー
ト
に
関
す
る
主
張
を
し
て
お
り
不
適
。  

 

（
６
）（
ａ
） 

正
答
は
ア
。
１
２
～
１
３
行
目
の
ア
ー
ト
は
「『
思
う
』 

や
『
感
じ
る
』
を
切
り
出
し
て
表
現
」
し
、
そ
れ

ら
に
「
一
つ
の
正
解
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
内
容
を
適
当
に
表
現
し
て
い
る
。 

そ
の
他
の
選
択
肢
は
合
致
し
な
い
。 

 

（
６
）（
ｂ
） 

 

与
え
ら
れ
て
い
る
文
章
は
、「
固
定
観
念
に
囚
わ
れ
ず
、
自
由
な
発
想
で
感
じ
て
い
る
（
頭
を
ゆ
る
め
て

お
く
）
こ
と
で
『
！
』
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
本
文
で
は
「
ア
ー
ト
は
、
む
し

ろ
『
わ
た
し
』
が
な
け
れ
ば
は
じ
ま
ら
な
い
（
１
１
行
目
）
」
と
あ
る
た
め
、「
ア
ー
ト
と
対
峙
し
た
（
向
き

合
っ
た
）
と
き
、
頭
を
少
し
ゆ
る
め
て
お
く
こ
と
で
、『
わ
た
し
』
だ
け
の
『
！
』
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き

る
」
と
い
う
形
で
指
定
語
句
の
利
用
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

ま
た
、（
４
）
で
見
た
よ
う
に
ア
ー
ト
は
「『
！
』
を
か
た
ち
や
音
に
表
現
し
て
い
く
も
の
（
３
３
行
目
）
」

と
あ
る
た
め
、
空
欄
の
直
前
「
ア
ー
ト
に
む
き
あ
う
と
き
」
と
の
接
続
に
注
意
し
て
指
定
語
句
「
表
現
」
を

使
う
こ
と
が
で
き
る
。 

解
答
例 

頭
を
少
し
だ
け
ゆ
る
め
て
お
く
こ
と
で
、
わ
た
し
だ
け
の
「
！
」
に
出
会
い
そ
れ
を
ア
ー
ト
の
表
現
の
中

に
見
出
す 

模
範
解
答 

 

少
し
だ
け
頭
を
ゆ
る
め
て
感
じ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
わ
た
し
だ
け
の
「
！
」
を
ア
ー
ト
の
表
現
の
中

に
見
い
だ
す 

          



第
五
問 

（
１
）
文
法
問
題
。
本
文
の
「
軽
や
か
で
」
の
「
で
」
は
形
容
動
詞
の
活
用
語
尾
。 

ア
．「
朱
墨
で
」
の
「
で
」
は
格
助
詞
の
た
め
不
適
。 

イ
．「
思
い
思
い
の
形
で
」
の
「
で
」
は
格
助
詞
の
た
め
不
適
。 

ウ
．「
誇
ら
し
げ
で
」
の
「
で
」
は
形
容
動
詞
の
活
用
語
尾
の
た
め
正
答
。 

エ
．「
叫
ん
で
」
の
「
で
」
は
接
続
助
詞
「
て
」
の
濁
音
化
の
た
め
不
適
。 

 

（
２
）
傍
線
部
の
本
文
中
で
の
意
味
を
答
え
る
問
題
。 

 

リ
ー
ド
文
で
遠
田
は
「
生
徒
た
ち
の
書
い
た
『
風
』
の
字
に
納
得
が
い
か
な
い
」
と
あ
り
、
も
う
一
度
風

を
書
く
よ
う
指
示
し
て
い
る
（
１
６
行
目
）
こ
と
か
ら
、
雰
囲
気
を
一
変
さ
せ
る
目
的
が
読
み
取
れ
る
。 

ア
．
正
答
。「
匂
い
や
肌
触
り
を
感
じ
さ
せ
る
」
は
本
文
１
行
目
の
表
記
と
合
致
す
る
。  

イ
．
単
な
る
夏
の
風
そ
の
も
の
の
説
明
で
、
本
文
中
の
意
味
と
し
て
は
不
適
。 

ウ
．
単
な
る
夏
の
風
そ
の
も
の
の
説
明
で
、
本
文
中
の
意
味
と
し
て
は
不
適
。  

エ
．「
蒸
し
蒸
し
す
る
室
内
に
お
い
て
」 

は
不
適
。
窓
を
開
け
る
ま
で
は
室
内
は
空
調
が
効
い
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
。（
本
文
３
行
目
） 

 

（
３
）
傍
線
部
の
内
容
を
説
明
す
る
問
題
。 

 

傍
線
部
直
前
に
「
そ
う
い
う
習
慣
」
と
あ
る
が
そ
れ
は
、
実
際
に
風
を
感
じ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
実
体

験
を
基
に
す
れ
ば
い
つ
で
も
『
風
』
を
書
け
る
と
い
う
内
容
の
選
択
肢
が
正
答
。 

し
た
が
っ
て
解
答
は
ウ 

 

（
４
）
傍
線
部
の
内
容
を
説
明
す
る
問
題
。 

 

本
文
２
５
～
３
０
行
目
に
遠
田
の
講
評
の
描
写
が
あ
る
た
め
、
こ
れ
に
適
す
る
選
択
肢
を
選
べ
ば
よ
い
。 

ア
．「
生
徒
た
ち
か
ら
好
か
れ
よ
う
と
し
て
い
る
」
は
不
適
。
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
。 

イ
．
「
最
大
限
に
夏
の
嵐
の
猛
々
し
さ
を
表
せ
る
よ
う
に
一
貫
し
て
改
善
点
を
指
摘
し
て
い
る
」
は
不
適
。

個
々
人
の
良
さ
を
褒
め
つ
つ
細
か
い
点
の
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。 

ウ
．「
欠
点
よ
り
も
美
点
に
絞
っ
て
」
は
不
適
。
前
述
の
通
り
、
指
摘
は
行
っ
て
い
る
。 

エ
．
正
答
。  

 

（
５
）
傍
線
部
に
お
け
る
「
俺
」
の
心
情
を
答
え
る
問
題
。 

空
欄
は
二
箇
所
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
を
「
だ
け
で
は
な
く
」
で
結
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
つ
の
要
素

か
つ
Ⅱ
が
よ
り
強
い
要
因
と
な
る
よ
う
考
え
る
。 

４
５
行
目
以
降
の
「
俺
は
感
心
し
た
」
と
あ
る
段
落
で
、
遠
田
の
指
導
を
受
け
た
生
徒
た
ち
の
書
い
た
文

字
や
そ
の
様
子
を
描
写
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
、
①
「
書
道
は
こ
ん
な
に
の
び
の
び
取
り
組
め
る
の
か
」
②

「
な
に
よ
り
、（
中
略
）
子
ど
も
た
ち
の
、
誇
ら
し
げ
で
楽
し
そ
う
な
表
情
と
言
っ
た
ら
ど
う
だ
」
と
あ
る
。

こ
の
部
分
を
記
述
し
た
選
択
肢
を
そ
れ
ぞ
れ
選
べ
ば
よ
い
。 



Ⅰ ア
． 
選
択
肢
の
内
容
は
解
答
の
根
拠
に
な
り
得
な
い
た
め
不
適
。 

イ
．
正
答
。  

ウ
．「
生
徒
た
ち
の
上
達
を
願
っ
て
い
る
」
は
不
適
。
本
文
に
そ
の
よ
う
な
描
写
が
な
い
。  

エ
．「
生
徒
の
人
気
を
集
め
よ
う
と
し
て
い
る
」 

は
不
適
。
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
。 

 

Ⅱ ア
． 

「
体
験
さ
せ
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
」
は
②
の
内
容
で
な
い
た
め
不
適
。 

イ
．
選
択
肢
全
体
と
し
て
②
の
内
容
で
な
い
た
め
不
適
。 

ウ
．
選
択
肢
全
体
と
し
て
②
の
内
容
で
な
い
た
め
不
適
。 

エ
．
正
答
。  

 

（
６
）
傍
線
部
の
心
情
を
答
え
る
問
題
。 

 

傍
線
部
周
辺
に
あ
る
直
接
的
な
遠
田
に
関
す
る
記
述
は
「
い
た
っ
て
マ
イ
ペ
ー
ス
で
（
中
略
）
花
丸
を
描

い
た
」
の
み
で
あ
る
か
ら
、
文
章
全
体
の
内
容
を
加
味
し
、
普
段
の
遠
田
が
大
事
に
し
て
い
る
点
に
フ
ォ
ー

カ
ス
し
て
考
え
る
。 

 

こ
れ
ま
で
の
設
問
（
３
）
～
（
５
）
の
通
り
、
遠
田
は
体
験
を
基
に
し
た
自
分
の
感
覚
を
大
事
に
し
て
い

る
。
傍
線
部
後
の
遠
田
の
発
言
に
あ
る
「
そ
の
調
子
で
、
今
度
か
ら
『
風
』
の
一
次
に
は
吹
く
風
の
意
味
を

込
め
ろ
」
か
ら
本
文
で
一
貫
し
た
遠
田
の
考
え
を
解
答
の
根
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ア
． 

「
自
分
の
指
導
方
針
を
曲
げ
ず
に
評
価
し
た
い
」
は
不
適
。 

イ
．
正
答
。  

ウ
．「
言
葉
の
間
違
い
だ
け
は
き
ち
ん
と
正
し
て
文
字
を
書
い
て
ほ
し
い
」
は
不
適
。 

 

エ
．「
そ
の
よ
う
な
日
常
の
や
り
取
り
を
書
道
に
生
か
し
て
ほ
し
い
」 

は
不
適
。 

 

（
７
）
本
文
全
体
の
描
写
を
基
に
空
欄
に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
記
述
す
る
問
題
。 

 

指
定
語
は
分
か
り
や
す
い
言
葉
が
並
ぶ
た
め
解
答
は
し
や
す
い
と
思
わ
れ
る
。 

 

こ
れ
ま
で
の
設
問
の
通
り
、
遠
田
は
自
分
の
感
性
を
大
事
に
し
た
指
導
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
対
し

て
生
徒
た
ち
は
「
正
座
し
た
生
徒
た
ち
は
、
自
分
以
外
の
書
の
講
評
に
も
耳
を
傾
け
、
遠
田
の
言
葉
に
う
な

ず
い
た
り
笑
っ
た
り
す
る
」（
本
文
３
２
行
目
）「
子
ど
も
た
ち
の
、
誇
ら
し
げ
で
楽
し
そ
う
な
表
情
」（
本

文
４
８
行
目
）
な
ど
の
描
写
か
ら
遠
田
を
信
頼
し
て
い
る
様
子
が
分
か
る
。 

 

以
上
よ
り
、
「
感
性
を
大
事
に
し
た
指
導
を
す
る
遠
田
を
信
頼
し
て
い
る
」
と
い
う
内
容
で
字
数
に
合
う

よ
う
に
記
述
す
れ
ば
良
い
。 

模
範
解
答 

自
分
た
ち
の
感
性
を
大
切
に
し
て
指
導
し
て
く
れ
る
遠
田
を
、
と
て
も
信
頼
し
て
い
る 

  



第
六
問 

 

【
現
代
語
訳
】 

真
偽
の
ほ
ど
は
わ
か
ら
な
い
が
、
故
・
持
明
院
の
中
納
言
入
道
が
、
秘
蔵
の
太
刀
を
盗
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。

家
来
の
中
に
犯
人
が
い
た
た
め
、
他
の
家
来
が
取
り
調
べ
て(

入
道
の
も
と
へ
と
）
差
し
出
し
た
と
こ
ろ
、

入
道
は
、
「
こ
れ
は
私
の
太
刀
で
は
な
い
。
間
違
い
で
あ
る
。
」
と
、
（
そ
の
太
刀
を
）
お
返
し
に
な
っ
た
。 

間
違
い
な
く
、
入
道
が
盗
ま
れ
た
太
刀
だ
っ
た
が
、
（
入
道
は
）
家
来
の
恥
辱
を
思
っ
て
返
し
た
と
い
う
こ

と
を
皆
も
知
っ
て
い
た
が
、
そ
の
時
は
無
事
平
穏
に
過
ぎ
た
。
そ
れ
故
に
、（
入
道
の
）
子
孫
も
栄
え
た
。 

（
１
）
正
答
（
イ
） 

文
脈
か
ら
、「
主
語
」
が
、
秘
蔵
の
太
刀
を
「
盗
ま
れ
た
り
け
る
」
が
故
に
、
侍
た
ち
が
犯
人
を
見
つ
け
る

べ
く
取
り
調
べ
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。 

ま
た
、
下
線
部
分
は
、
盗
ま/

れ/

た
り/

け
る 

と
品
詞
分
解
で
き
る
。 

「
れ
」 

は
受
け
身
の
助
動
詞
「
る
」
の
連
用
形
、「
た
り
」
が
完
了
の
助
動
詞
「
た
り
」
の
連
用
形
、「
け

り
」
が
過
去
の
助
動
詞
で
あ
る
た
め
に
、「
盗
ま
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
訳
す
こ
と
が
で
き
る
。 

よ
っ
て
、
秘
蔵
の
太
刀
を
盗
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
は
誰
か
と
い
え
ば
当
然
「
中
納
言
入
道
」
に
あ
た
り
、
正

答
は
（
イ
）
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。 

ま
た
、
こ
の
下
線
部
分
ま
で
に
登
場
す
る
人
物
、
も
の
の
中
で
選
択
肢
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
を
確
認
す
る

と
、「
入
道
」
と
「
太
刀
」
の
み
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
故
に
他
の
選
択
肢
を
除
外
し
た
後
に
、「
太

刀
」
を
「
盗
ま
れ
た
り
け
る
」
と
い
う
構
造
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
太
刀
に
何
か
を
施
し
た
動
作
主
が
い

る
と
考
え
ら
れ
、「
入
道
」
で
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。 

 

（
２
）
ゆ
え
に 

 

（
３
）
正
答
（
ウ
） 

「
こ
れ
は
、
我
が
太
刀
に
あ
ら
ず
」 

の
「
ず
」
が
否
定
の
意
味
を
表
し
て
い
る
こ
と
を
押
さ
え
ら
れ
た
か

が
ポ
イ
ン
ト
。
す
な
わ
ち
、「
こ
れ
は
我
が
太
刀
で
は
な
い
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。 

状
況
を
考
え
る
と
、
こ
の
発
言
は
入
道
の
発
言
で
あ
り
、
侍
が
入
道
に
刀
を
差
し
出
し
た
際
に
述
べ
た
も
の

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
入
道
が
差
し
出
さ
れ
た
太
刀
を
見
て
、
こ
の
太
刀
は
自
分
の
も
の
で
は
な
い
と
述
べ

た
、
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
よ
っ
て
（
ア
）
と
（
イ
）
の
選
択
肢
は
除
外
さ
れ
る
。
次
に
（
ウ
）
と

（
エ
）
の
選
択
肢
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
差
し
出
さ
れ
た
太
刀
が
（
ウ
）「
入
道
が
大
切
に
し
て
い
た
太
刀
」

で
あ
る
か
、（
エ
）「
入
道
が
侍
か
ら
預
か
っ
て
い
た
太
刀
」
で
あ
る
か
を
考
え
る
。「
入
道
の
秘
蔵
の
太
刀

（
物
語
最
初
に
記
述
）
が
盗
ま
れ
て
し
ま
い
、
侍
が
取
り
調
べ
を
行
っ
た
結
果
そ
の
太
刀
を
差
し
出
し
た
」

と
い
う
こ
こ
ま
で
の
一
連
の
物
語
の
文
脈
を
考
え
る
と
、
差
し
出
さ
れ
た
太
刀
は
入
道
が
預
か
っ
て
い
る

太
刀
で
は
な
く
、
盗
ま
れ
た
「
秘
蔵
の
」、
す
な
わ
ち
大
事
に
し
て
い
た
太
刀
で
あ
る
た
め
、（
ウ
）
が
正
答



で
あ
る
と
判
断
が
で
き
る
。 

 

（
４
）
正
答 
（
ア
） 

四
行
目
に
、「
決
定
、
そ
の
太
刀
な
れ
ど
も
、
侍
の
恥
辱
を
思
ひ
て
返
さ
れ
た
り
と
、
人
、
皆
、
こ
れ
を
知
り

け
れ
ど
も
」、
と
書
か
れ
て
い
る
。 

す
な
わ
ち
、
差
し
出
さ
れ
た
太
刀
は
間
違
い
な
く
そ
の
太
刀
（
す
な
わ
ち
入
道
が
盗
ま
れ
た
太
刀
）
で
あ
っ

た
け
れ
ど
も
、
入
道
は
「
侍
の
恥
辱
を
思
っ
て
」
返
し
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
こ
と
か
ら
、
入
道
は
差
し
出
さ
れ
た
太
刀
が
盗
ま
れ
た
太
刀
で
あ
る
と
正
し
く
認
識
し
て
お
り
、
侍
へ

配
慮
し
た
が
故
に
返
却
し
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
た
め
、（
ウ
）「
入
道
の
記
憶
が
曖
昧
で
あ
っ
た
」、
と
（
エ
）

「
入
道
が
間
違
い
を
恥
ず
か
し
が
っ
た
」
と
い
う
選
択
肢
は
消
去
で
き
る
。 

こ
こ
で
、（
ア
）
と
（
イ
）
の
違
い
は
、
入
道
が
恥
辱
を
思
い
遣
っ
た
侍
が
、「
取
り
調
べ
を
し
た
侍
（
す
な

わ
ち
犯
人
を
問
い
詰
め
た
侍
）
」
で
あ
る
か
、「
取
り
調
べ
を
さ
れ
た
侍
（
す
な
わ
ち
刀
を
盗
ん
だ
張
本
人
）
」

で
あ
る
か
の
違
い
で
あ
る
。 

前
記
し
た
通
り
、
入
道
は
「
侍
の
恥
辱
」
を
思
い
遣
っ
て
こ
の
よ
う
な
行
動
に
出
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、

恥
辱
的
な
行
為
を
行
っ
た
侍
、
す
な
わ
ち
入
道
が
刀
を
返
却
せ
ず
に
受
け
取
っ
た
場
合
に
面
目
を
失
う
侍

は
当
然
、
取
り
調
べ
を
受
け
て
刀
を
盗
ん
だ
こ
と
が
バ
レ
た
侍
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。 

よ
っ
て
、
正
答
は
（
ア
）
と
な
る
。 

 

（
例
え
ば
以
下
の
よ
う
な
例
を
考
え
て
み
て
欲
し
い
。 

と
あ
る
ク
ラ
ス
で
Ａ
君
が
Ｂ
君
の
財
布
を
盗
ん
だ
と
す
る
。
Ｂ
君
は
財
布
が
な
い
こ
と
を
先
生
に
伝
え
、
ク

ラ
ス
の
み
ん
な
で
探
し
た
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。 

後
日
、
た
ま
た
ま
犯
行
を
み
て
い
た
Ｃ
君
が
、
Ａ
君
が
盗
ん
だ
こ
と
を
先
生
に
密
告
し
、
そ
の
後
先
生
は
Ａ

君
か
ら
財
布
を
返
し
て
も
ら
っ
た
。
先
生
は
ク
ラ
ス
に
Ｂ
君
の
財
布
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
の
み
を
伝
え
、
Ａ

君
が
盗
ん
だ
と
い
う
事
実
は
ク
ラ
ス
に
は
伝
え
な
か
っ
た
。 

こ
の
と
き
の
先
生
は
、
仮
に
Ａ
君
が
盗
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
ク
ラ
ス
に
伝
え
て
し
ま
う
と
今
後
Ａ
君
が
学

校
生
活
で
う
ま
く
や
っ
て
い
け
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
、
Ａ
君
を
思
い
や
っ
た
が

故
に
敢
え
て
言
わ
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
取
れ
る
の
で
は
な
い
か
。 

今
こ
の
文
章
中
で
起
き
て
い
る
こ
と
は
ま
さ
し
く
こ
れ
と
同
じ
状
況
で
あ
る
。 

入
道
が
、
仮
に
こ
こ
で
太
刀
を
受
け
取
る
、
す
な
わ
ち
侍
が
盗
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
し
ま
う
行
為
を

す
る
場
合
、
盗
ん
だ
侍
が
今
後
周
り
か
ら
ど
う
い
う
目
で
見
ら
れ
て
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

る
か
は
容
易
に
想
像
つ
く
だ
ろ
う
。） 

 

（
５
）（ 

ａ 

）
正
答 

（
イ
） 

 

［
Ⅰ
］
の
空
欄
は
二
箇
所
あ
り
、
両
方
の
空
欄
に
う
ま
く
適
合
す
る
言
葉
を
選
ぶ
必
要
が
あ
る
。 

文
の
構
造
を
見
て
あ
げ
る
と
、
余
の
侍
は
［
Ⅰ
］
を
探
し
出
し
た
。
侍
に
は
［
Ⅰ
］
の
侍
と
余
の
侍
が
い
た
。

と
い
う
よ
う
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 



こ
こ
で
、（
ア
）
秘
蔵 

を
探
し
出
し
た
、
や
（
ウ
）
無
為 

を
探
し
出
し
た
、（
エ
）
恥
辱 

を
探
し
出
し

た 

と
い
う
の
は
日
本
語
的
に
意
味
が
通
ら
な
い
た
め
（
イ
）
犯
人 

を
探
し
出
し
た
、
と
い
う
こ
と
が
妥

当
で
あ
る
。 

ま
た
、
余
の
侍
（
す
な
わ
ち
取
り
調
べ
を
し
た
侍
）
は
「
犯
人
」
で
あ
る
侍
を
探
し
出
し
た
こ
と
か
ら
、
侍

に
は
余
の
侍
と
犯
人
の
侍
が
存
在
し
た
、
と
い
う
こ
と
は
文
脈
上
正
し
い
た
め
、（
イ
）
が
正
答
で
間
違
え

な
い
こ
と
が
伺
え
る
。 

 

（
５
）（
ｂ
） 

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
逆
に
な
っ
て
い
る
た
め
不
適
。 

イ
．
慶
に
か
か
る
レ
点
が
定
義
で
き
な
い
た
め
不
適
。  

ウ
．
必
に
か
か
る
レ
点
が
不
要
。 

エ. 

正
答 

 

（
５
）（
ｃ
）
正
答
例 

嘘
を
つ
か
な
い
で
、
侍
の
恥
辱
を
責
め
た
な
ら
ば 

 

文
章
最
後
に
書
か
れ
て
い
る
「
子
孫
が
栄
え
た
」
と
い
う
文
の
意
義
を
問
う
問
題
。 

今
ま
で
の
流
れ
を
ま
と
め
る
と
、
入
道
が
太
刀
を
奪
わ
れ
る 

→
 

余
の
侍
が
犯
人
を
見
つ
け
て
太
刀
を
差

し
出
す 

→
 

入
道
は
侍
を
気
遣
い
、
侍
の
恥
辱
的
行
為
を
多
め
に
見
て
や
る 
→
 

結
果
と
し
て
子
孫
が

栄
え
る
。 

と
い
う
流
れ
に
な
っ
て
い
る
。 

こ
の
流
れ
と
、
陸
さ
ん
の
「
良
い
行
い
を
積
み
重
ね
た
家
に
は
必
ず
良
い
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
教
え
が
あ

る
と
い
う
中
国
の
言
い
伝
え
が
あ
る
ん
だ
よ
」
と
い
う
発
言
か
ら
複
合
的
に
考
え
て
あ
げ
る
と
、
入
道
が
、

「
大
切
な
太
刀
を
盗
ま
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
盗
ん
だ
侍
が
面
目
を
失
い
居
た
堪
れ
な
く
な
る
こ
と
を

危
惧
し
、
そ
の
場
を
や
り
過
ご
し
た
」 

と
い
う
良
い
行
い
を
行
っ
た
結
果
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
善
行
を
積

み
重
ね
て
い
っ
た
結
果
と
し
て
、「
子
孫
が
繁
栄
す
る
」
と
い
う
良
い
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
だ
、
と
い

う
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

こ
れ
と
、
川
島
さ
ん
は
「［
Ⅱ
］、
太
刀
は
戻
っ
て
き
た
け
ど
栄
え
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
ね
」 

と
言
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
正
答
例
の
よ
う
な
解
答
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。 

「
こ
れ
は
私
の
太
刀
で
は
な
い
」
と
嘘
を
つ
か
ず
に
太
刀
を
受
け
取
り
、
盗
ん
だ
侍
を
取
り
立
て
た
ら
、
確

か
に
太
刀
は
手
元
に
返
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
場
合
、
そ
の
侍
は
恥
を
か
き
、
周
囲

と
の
関
係
も
険
悪
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
不
和
や
怨
恨
は
、
め
ぐ
り
巡
っ
て
将
来
の
禍
い
と
な

り
、
子
孫
の
繁
栄
に
も
悪
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

要
す
る
に
、
“
他
人
を
追
い
つ
め
ず
、
恥
を
か
か
せ
な
い
”
と
い
う
思
い
や
り
や
寛
容
の
心
が
、
人
と
人
と

の
関
係
を
円
満
に
保
ち
、
そ
の
徳
が
次
の
世
代
に
も
良
い
か
た
ち
で
受
け
継
が
れ
る
と
い
う
の
が
こ
の
物



語
の
示
唆
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 


