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注

意

項

試
験
開
始
の
指
示
が
あ
る
ま
で
、
問
題
冊
子
お
よ
び
解
答
用
紙
に
は
手
を
触
れ
な
い
こ
と
。

問
題
は

2
1
1
1
ペ
ー
ジ
に
記
載
さ
れ
て
い
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
解
答
用
紙
の
汚
損
等
に
気
付
い
た
場
合
は
、
手
を
挙
げ
て
監
督
員
に
知
ら
せ
る
こ
と
。

解
答
は
す
べ
て
、

H
B
の
黒
鉛
筆
ま
た
は

H

B
の
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
で
記
入
す
る
こ
と
。

4

マ
ー
ク
解
答
用
紙
記
入
上
の
注
意

(
1
)
印
刷
さ
れ
て
い
る
受
験
番
号
が
、
自
分
の
受
験
番
号
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、

氏
名
欄
に
氏
名
を
記
入
す
る
こ
と
。

(
2
)
マ
ー
ク
欄
に
は
、
は
っ
き
り
と
マ
ー
ク
す
る
こ
と
。
ま
た
、
訂
正
す
る
場
合
は
、

に
、
消
し
残
し
が
な
い
よ
う
に
よ
く
消
す
こ
と
。
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2
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マ
ー
ク
す
る
時
●
良
い

9
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9
9
9
9
9
9
9
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9
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9
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マ
ー
ク
を
消
す
時

O
良
い

事

2
0
2
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年
度

0
悪
い

9

9
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0
悪
い

5

記
述
解
答
用
紙
記
入
上
の
注
意

(
l
)
記
述
解
答
用
紙
の
所
定
欄

(
2
カ
所
）
に
、
氏
名
お
よ
び
受
験
番
号
を
正
確
に
丁
寧
に
記
入
す
る
こ
と
。

(
2
)
所
定
欄
以
外
に
受
験
番
号
・
氏
名
を
記
入
し
た
解
答
用
紙
は
採
点
の
対
象
外
と
な
る
場
合
が
あ
る
。

(
3
)
受
験
番
号
の
記
入
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
数
字
見
本
に
し
た
が
い
、
読
み
や
す
い
よ
う
に
、
正
確
に

丁
寧
に
記
入
す
る
こ
と
。

一
数
字
見
本
一
。
―
_
＿

2
_
3
_
4
―
5
_
6
_
7
_
8
_
9
一

(
4
)
受
験
番
号
は
右
詰
め
で
記
入
し
、
余
白
が
生
じ
る
場
合
で
も
受
験
番
号
の
前
に
「

0
」
を
記
入
し
な

い
こ
と
。

二

解
答
は
す
べ
て
所
定
の
解
答
欄
に
記
入
す
る
こ
と
。
所
定
欄
以
外
に
何
か
を
記
入
し
た
解
答
用
紙
は
、

採
点
の
対
象
外
と
な
る
場
合
が
あ
る
。

試
験
終
了
の
指
屯
が
出
た
ら
、
す
ぐ
に
解
答
を
や
め
、
筆
記
用
具
を
置
き
解
答
用
紙
を
裏
返
し
に
す
る
こ
と
。

終
了
の
指
示
に
従
わ
な
い
場
合
は
、
答
案
の
す
べ
て
を
無
効
と
す
る
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

い
か
な
る
場
合
で
も
、
解
答
用
紙
は
必
ず
提
出
す
る
こ
と
。

試
験
終
了
後
、
問
題
冊
子
は
持
ち
帰
る
こ
と
。
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〇
悪
い

9
9
9
9
9
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9
9
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〇
悪
い

（
問
題
）
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消
し
ゴ
ム
で
丁
寧

ー



内
藤
湖
南
の
講
演
（
「大
阪
の
町
人
学
者
富
永
仲
基
」

i

九
1

二

）
を
深
い
感
銘
を
も
っ
て
聞
い
た
武
内
義
雄
は
、
仲
基
か
ら
テ
ク
ス
ト

・
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
上
の
強
い
方
法
的
示
唆
を
受
取
り
な
が
ら
、
や
が
て
論
文
「
老
子
原
始
」
を
執
筆
す
る
。
こ
の
論
文
を
収
め
た
詞
名
の
著

げ
ふ
て
い

吾

「老

f
原
始』

は
大
正
卜
五
年
(
-
九
一
エ
ハ
）
に
弘
文
喘
索
か
ら
出
版
さ
れ
る

C

そ
の
再
の
序
に
「
館
底
に
秘
め
た
る
老
子
原
始

一
綴
と
り

い
で
て
巻
首
に
冠
ら
せ
」
と
あ
る
か
ら
、
論
文
「
老
子
原
始
」
の
執
筆
は
当
然
大
正
十
五
年
に
先
立
つ
時
期
、
湖
南
の
講
演
を
聞
い
た
後
で

あ
る
こ
と
に
な
る。

さ
て
武
内
は
論
文

「老
チ
原
始
」
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に

「老
子
」
に
立
向
か
う
の
か。

「今
老
子
五
千
文
を
熟
読
す
る
に、

其
の
中
異
辞
同
意
の
言
璽
複
す
る
も
の
甚
だ
多
く
、
其
の
文
亦
た
｛
伴
な
ら
ず
。
或
い
は
辞
賦
に

似
た
る
あ
り
、
蔵
銘
に
類
す
る
あ
り
、
有
韻
の
章
あ
り
、
無
韻
の
文
あ
り
て
、
其
の
説
く
と
こ
ろ
時
に
矛
盾
す
る
も
の
少
か
ら
ず

3

是

れ
覇

一
人

一
時
の
作
な
ら
む
や
。
惟
ふ
に
こ
れ
後
の
道
家
者
流
が
分
れ
て
数
派
と
な
れ
る
後
、
各
派
所
伝
の
老
朋
の
言
を
会
竿
し
て

一

寄
と
な
せ
る
な
る
べ
し
。
」

こ
こ
で
武
内
が
向
か
っ
て
い
る
の
は

「老
子
五
千
文
（
言
）
」
と
称
さ
れ
る
〈
不
確
か
な
テ
ク
ス
ト〉

で
あ
る
。
道
家
の
祖
老

f
の
言
を

伝
え
る
も
の
と
し
て
歴
史
の
過
程
で
重
み
を
加
え
て
き
た
経
文
「
老
子
五
千
言
」
は
、
今
、
武
内
の
分
析
的
な
ま
な
ざ
し
の
も
と
で
腑
分
け

さ
る
べ
き
テ
ク
ス
ト
と
な
る
。
彼
が
ま
ず
テ
ク
ス
ト
上
に
見
出
す
の
は
文
草
、
修
辞
の
不
統
一
で
あ
り
、
多
様
な
思
想
の
混
在
で
あ
る
。
要

す
る
に
経
文
「
老
子
五
千
言
」

の
不
確
か
さ
、

信
用
の
な
さ
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
老
子
五
千―

1_-E

」
と
は
、
侶
じ
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
老
子

一
人
の
手
に
な
る
著
述
で
は
な
い
。
神
話
的
老
睛
の
存
在
と
と
も
に

言

子
道
徳
経
』
は
、
ま
さ
し
く
神
話
的
な
虚
構
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
れ
を
虚
梢
と
み
な
す
合
理
的
視
点
が
そ
の
実
証
的
推
理
の
過
程
を
学

ひ

．れっ，
＂

と
し
て
披
堀
す
る
の
が
、
新
た
な
古
代
文
献
学
で
あ
る
。
そ
し
て
虚
構
性
の
実
証
的
な
推
理
の
は
て
に
、
古
代
文
献
学
者
が
虚
構
と
し
て
取

除
い
た
言
説
的
残
骸
の
底
に
見
出
そ
う
と
す
る
の
が
〈
確
か
な
テ
ク
ス
ト
〉
で
あ
る
。
〈
不
確
か
な
テ
ク
ス
ト
〉
を
前
に
し
て
古
代
文
献
学

は
形
成
さ
れ
、

古
代
文
献
学
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
〈
確
か
な
テ
ク
ス
ト
〉
が
与
え
ら
れ
る
の
だ
。

武
内
が
ま
ず
「
老
千
五
千
言
」

の
虚
構
性
を
い
う
の
は
修
辞
上
の
視
点
か
ら
で
あ
る
。

「老
子
五
千―
]--E

」
と
称
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
に
は
多

く
の

一

x
一
の
繰
り
返
し
が
見
ら
れ
、
ま
た
文
体
、
語
法
に
明
白
な
不
統

一
が
あ
る
。
そ
れ
は

一
時
代
の

一
人
の
手
に
な
る
も
の
で
は
決

し
て
な
い
。
さ
ら
に

「
五
千
言
」

を
貝
に
見
れ
ば
、
そ
れ
が
決
し
て

「純
乎
た
る
道
家
言
」
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は

「法
家
言
に
類
す
る
も

の
あ
り
、
兵
家
言
に
似
た
る
あ
り
、
神
仙
家
言
と
思
し
き
」
も
の
も
あ
っ
て
、
ま
さ
し
く

「老
手
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
が
老
賄
に
仮
託
し
て

語
ら
れ
た
多
様
な
言
説
の
虚
構
の
集
成
体
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
c

し
た
が
っ
て
、
「
老
子
五
千
言
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
種
々
の
材
料
を

「
会
華
」
し
て
な
っ
た
も
の
だ
と
武
内
は
い
う
の
で
あ
る
。

今
、
武
内
の
す
る
テ
ク
ス
ト
分
析
の
一
例
を
あ
げ
よ
う
。

「韓
非
子
』
に
「
解
老
」

「喩
老
」
の
二
篇
が
あ
る
c

「解
老
」
は
老
子
の
言
を

解
釈
し
た
も
の
、
「
喩
老
」
は
古
い
伝
聞
侠
単
を
引
証
し
て
老
子
の
言
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
二
篇
は
現
存
す
る
最
古
の
老
子
伝

ざ
ん
け
つ

説
で
あ
り
、
そ
の
一
一
篇
は
古
い
老
子
伝
説
の
残
醐
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
引
か
れ
て
い
る
老
子
の
言
を
見
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
篇
の

作
者
が
依
拠
せ
る
「
老

f
経
文
」
は
「
今
本
老
子
」
と
大
差
な
い
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
す
る
と
韓
非
学
派
が
伝
え
て
き
た
「
老

子
経
文
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
が
あ
り
、
そ
の
伝
承
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
も
と
づ
い
て
韓
非
後
学
が
「
章
次
を
改
め
、
文
字
を
校
改
せ
る
も

の
」
が
「
今
本
老
子
」
で
あ
ろ
う
と
推
理
さ
れ
る
。
し
か
も
こ
の
韓
非
後
学
を
め
ぐ
る
推
定
は
、
「
今
本
老
子
中
に
法
家
―
1
-
E

の
存
す
る
所
以
」

を
も
説
明
す
る
。
も
ち
ろ
ん
武
内
の
す
る
テ
ク
ス
ト
の
分
析
は
は
る
か
に
精
細
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
武
内
が
「
老
子
五
千
言
」
を
構

成
す
る
諸
家
の
言
説
を
い
か
に
弁
別
し
、
い
か
に
〈
老
子
テ
ク
ス
ト
〉
を
腑
分
け
す
る
か
を
、
そ
し
て
そ
の
手
続
き
が
い
か
な
る
も
の
で
あ

る
か
を
見
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
こ
の
武
内
の
す
る
テ
ク
ス
ト
批
判
の
あ
り
方
に
、
仲
基
か
ら
の
方
法
的
示
唆
を
読
み
取
る
こ
と
は
容
易
で
あ

る
。
し
か
し
仲
基
か
ら
の
示
唆
を
受
け
て
す
る
武
内
の
〈
老
子
テ
ク
ス
ト
〉
の
批
判
は
、
い
っ
た
い
何
に
因
由
し
、
何
を
目
指
そ
う
と
す
る

の
だ
ろ
う
か
^
)

だ
が
こ
う
し
た
問
い
に
武
内
は
す
で
に
答
え
、
私
も
ま
た
予
め
答
え
て
し
ま
っ

て
い
る

C

冒
頭
に
引
い
た
武
内
の

「
老
子
五
千
言
」
に
寄

せ
る
視
線
が
、
す
で
に
そ
う
し
た
問
い
へ
の
答
え
を
語
っ

て
い
た
。
繰
り
返
し
て
い
え
ば
、
彼
に
新
た
な
テ
ク
ス
ト
・
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
を
要

詰
し
て
い
る
の
は
「
老
子
五
千
言
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
不
確
か
さ
、
信
用
の
な
さ
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
テ
ク
ス
ト
の
不
確
か
さ
に
老

子
伝
を
め
ぐ
る
い
か
が
わ
し
さ
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。
「
晋
・
宋
以
後
、
老
子
の
事
跡
を
記
す
る
も
の
、
多
く
は
神
仙
の
議
詞
を
混
へ
、

化
胡
の
虚
伝
を
襲
ひ
て
軽
信
す
べ
か
ら
ず
」
と
、
武
内
は
老
子
伝
説
の
い
か
が
わ
し
さ
を
の
べ
る
こ
と
ば
を
も
っ
て
「
老
子
原
始
」
を
始
め

る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
ば
を
も
っ
て
始
ま
る

「老
子
原
始
」
と
は
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
老
睛
の
存
在
と

「老
子
道
徳
経

j

を

神
話
的
虚
構
の
集
成
物
と
み
な
す
合
理
的
視
点
が
、
テ
ク
ス
ト
の
解
体
的
探
査
の
過
程
を
新
た
な
学
と
し
て
披
泄
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

知
れ
よ
う
。
こ
こ
で
は
テ
ク
ス
ト
の
精
細
な
解
体
的
探
杏
の
過
程
こ
そ
が
直
焚
な
の
で
あ
る
。
そ
の
過
程
の
詳
述
こ
そ
が
近
代
の
学
術
的
言

説
、
す
な
わ
ち
古
代
文
献
学
な
の
で
あ
る
。

さ
て
「
老
子
五
千
言
」
の
解
体
的
探
査
の
は
て
に
何
が
残
る
の
か
。
そ
れ
は
〈
純
粋
老
子
テ
ク
ス
ト
〉
で
あ
る
。
「
老
げ
げ
来
の
学
説
を

ま
さ

知
る
に
は
、
将
に
今
本
老
子
中
よ
り
、
道
家
以
外
の
学
派
の
思
想
を
除
去
す
べ
き
は
自
明
の
理
な
り
。
然
れ
ど
も
こ
れ
を
剛
除
し
て
純
粋
に

ざ

ん

し

帰
せ
し
む
る
に
は
、
先
づ
そ
の
方
針
を
定
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
武
内
は
、
テ
ク
ス
ト
か
ら
付
加
さ
れ
た
剰
余
の
言
説
的
残
滓
を
取
り
除
い

て
、
テ
ク
ス
ト
を
「
純
粋
」
に
帰
せ
し
む
る
べ
ぎ
判
定
の
規
準
を
列
挙
す
る
。
そ
の
規
準
と
は

「荀
子
』

「荘
子
j

な
ど
に
老
子
言
説
の
特

質
と
し
て
の
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
標
準
に
照
ら
し
て
武
内
は
〈
純
粋
老
子
テ
ク
ス
ト
〉
を
推
定
し
よ
う
と
す
る
。

し

か
し
危
う
い
か
な
、
こ
の
作
業
は
。
最
後
に
求
め
ら
れ
る
〈
純
粋
テ
ク
ス
ト
〉
と
は
、
歴
史
的
構
成
物
で
あ
る
脹
前
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
剰
余

の
付
加
的
言
説
を
弁
別
し
、
取
り
除
く
合
理
的
な
方
法
的
意
識
の
相
関
物
で
し
か
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
し
か
も

最
後
に
〈
こ
れ
が
老
子
だ
〉
と
す
る
の
も
、

「荀
子
l

「荘
子
』
に
お
け
る
〈
こ
れ
が
老
子
だ
〉
と
す
る
発
言
に
頼
っ
て
で
し
か
な
い
。
ど
こ

A
 

）
 

一

次
の

A
.
B
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
よ
。

（
 

2
 



注

B
 

き

よ

げ

ふ

け

だ

老
子
五
千
言
が
書
を
成
せ
る
は
、
荘
子
肱
簸
篇
の
後
、
幅
非
子
解
老
及
び
喩
老
の
前
に
あ
り
て
、
秦
漢
の
際
に
当
る
べ
し
。
蓋
し
老
賄
の

ゃ
う
L
ゅ

（
わ
ん
ゐ

～ヽ

r
‘
ぷ

ウ

で

ん

ち

く

は

く

言
説
は
、
最
初
そ
の
祖
述
者
の
楊
朱

•

関
手
ら
の
間
に
誦
伝
せ
ら
れ
て
未
だ
竹
吊
に
上
ら
ざ
り
し

も
の
の
如
し
。
今
老
子
の
語
中
最
も
古
し

と
思
は
る
る
部
分
が
、
皆
有
韻
の
文
な
る
は
、
も
と
口
誦
に
便
に
せ
し
に
よ
る
も
の
に
し
て
、
偶
々
以
て
其
の
書
の
由
来
を
暗
示
す
る
も
の

し
か

L
か
う

へ

う

ば

う

と
い
ふ
べ
し
。
然
り
而
し
て
老
子
の
出
世
は
孔

・
墨
に
後
る
。
故
に
其
の
後
学
が
道
家
を
襴
榜
し
て
儒
墨
に
対
抗
す
る
に
は
、
贋
家
塩

i

ん典
の

編
纂
を
必
要
と
せ
し
な
る
べ

く
、
単
に
経
典
の
絹
纂
を
必
要
と
せ
し
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
を
古
聖
往
哲
の
言
に
託
し
て
儒
墨
の
巽

・
舜

・
局

う

さ

つ
か
う

文
・
夏
馬
に
拮
抗
す
る
を
要
せ
し
な
る
べ
し
。
而
し
て
此
の
必
要
に
せ
ま
ら
れ
て
集
成
せ
ら
れ
た
る
も
の
、
即
ち
黄
帝
四
経
な
る
べ
し
°

老
子
五
千
文
中
、
法
家
言

・
縦
横
家
言
・
兵
家
言
を
存
し
て
、
黄
帝
書
と
類
似
せ
る
も
の
多
き
は
、
老
子
の
編
纂
が
こ
れ
ら
諸
書
の
後
に

あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
に
し
て
、
そ
の
中
、
韻
文
と
散
文
と
が
錯
雑
す
る
は
、
口
誦
に
よ
り
て
伝
は
れ
る
姿
料
と
文
献
に
よ
り
て
伝
ヘ

ら
れ
た
る
材
料
と
が
滉
在
せ
る
に
よ
る
な
る
べ

し
c

老
子
五
千
言
の
集
成
が
、
秦
漠
の
際
に
あ
り
て
、
其
の
中
、
法
家
言
・
兵
家
言
・
縦
横
家
言
等
を
混
ぜ
る
こ
と
上
述
の
如
し
と
す
れ
ば、

老
子
本
来
の
学
説
を
知
る
に
は
、

将
に
今
本
老
子
中
よ
り
、
道
家
以
外
の
学
派
の
思
想
を
除
去
す
べ
き
は
自
明
の
理
な
り
。
然
れ
ど
も
こ
れ

を
剛
除
し
て
純
粋
に
帰
せ
し
む
る
に
は
、
先
づ
そ
の
方
針
を
定
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
余
は
、
次
の
三
項
に
留
意
し
て
こ
れ
を
削
定
す
れ
ば
、

略
ほ
大
過
な
か
る
べ
し
と
思
惟
す
る
も
の
な
り
。

い
や
し

(
-
）
冗
千
言
中
に
説
け
る
内
容
を
精
査
し
て
、
こ
れ
を
先
秦
学
術
変
遷
の
大
勢
に
照
し
、
荀
く
も
老
子
以
外
の
諸
子
の
中
心
思
想
と
符
合

す
る
も
の
あ
れ
ば
こ
れ
を
剛
除
す
る
こ
と
。

（
二
）
其
の
文
体
の
異
同
を
明
か
に
し
て
、
新
し
き
部
分
を
去
り
て
古
き
部
分
の
み
を
存
す
る
こ
と
。
こ
れ
を
機
械
的
に
行
ふ
に
は
、
五
千

-
1

は
中
の
押
韻
を
考
究
し
て

‘
-
a
一
の
部
分
を
除
き
、
一

b

一
の
部
分
を
存
し
、
又
一

C

一
の
部
分
中
に
於
て
も
、
韻
を
転

ず
る
処
に
留
意
し
て
後
人
の
附
益
と
思
は
る
る
も
の
を
去
れ
ば
大
過
な
か
る
べ
し
。

蓋
し
一

d

一
の
部
分
は
口
誦
に
よ
り
て
伝

ヘ

ら
れ
し
古
き
遵
家
言
多
く

‘
-
e
一
の
文
中
に
は
後
人
の
敷
術
に
係
る
も
の
多
け
れ
ば
な
り
。

（
三
）
右
の
一
一
方
針
に
よ
り
て
剛
除
し
、
、
残
さ
れ
た
る
部
分
を
、
先
秦
古
典
中
、
老
子
を
評
論
せ
る
語
に
照
し
て
一
致
す
る
や
否
や
を
検
し、

そ
の
一
致
す
る
も
の
の
み
を
取
り
て
老
賄
の
言
に
擬
定
す
る
こ
と
。

注

ま
で
い
っ
て
も
存
在
す
る
の
は
〈
老
子
〉
を
め
ぐ
る
言
説
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

近
代
の
文
献
批
判
学
者
の

「一

家
の
言」

で
し
か
な
い
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
。

内
藤
湖
南
：・・：
東
洋
史
学
者
、
京
都
帝
国
大
学
教
授
。
(
-
八
六
六
＼

一
九
三
四）

富
永
仲

基
：
・：
江
戸
時
代
、
大
阪
の
市
井
の
儒
学
者
、
思
想
史
家
。
(
-
七

一
五
ー

一
七
四
六
）

武
内
義
雄

：・
中
国
古
代
史
研
究
に
文
献
批
判
の
方
法
を
導
入
。
東
北
帝
国
大
学
教
授
。
(
-
八
八
六
＼

一
九
六
六
）

テ
ク
ス
ト
・
ク
リ
テ
ィ
ー
ク・
・・・・・文
献
学
の
一

分
野
。

諸
伝
本
を
比
較
考
証
し
て
吟
味
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
研
究
c

判
、
本
文
批
判
、
文
献
批
判
と
も
い
う
。

臆

底
：
：
も
の
を
入
れ
て
お
く
小
箱
の
底
。

「
老
子
」
．：

・中
国
古
代
の
思
想
家
老
子

（
老
朋
）
が
あ
ら
わ
し
た
と
さ
れ
る
害
。
『
道
徳
経
j

と
も
。
五
千
余
字
か
ら
成
る
こ
と

か
ら

「
五
千
言
」
「
五
千
文
」
と
称
さ
れ
る
。
老
子
は
、
中
国
戦
国
時
代
の
諸
子
百
家
の

―
つ
で
あ
る
道
家
の
祖
と

さ
れ
る
。

辞
賦
、

蔵
銘
：
ー•
•
•
そ
れ
ぞ
れ
中
同
の
文
体
。

会
草
：・：
ひ
と

つ
に
集
め
る
こ
と
。
集
め
て
あ
わ
せ
る
こ
と
。

法
家
、
兵
家
、
神
仙
家
：
·
：
•
そ
れ
ぞ
れ
中
国
春
秋
戦
国
時
代

の
学
者
や
思
想
家
の
学
派
の
名
。

「韓
非
子
J
:
・・
：
中
国
戦
国
時
代
（
紀
元
前
一
「
世
紀
こ
ろ
）
、
韓
非
の
思
想
を
説
い
た
菩
。
韓
非
ら
の
学
派
を
法
家
と
い
う
。

晋
・
宋
：

•
紀
元
三
世
紀
か
ら
五
世
紀
こ

ろ
の
、
中
同
の
王
朝
の
名
。

神
仙
の
誦
詞
：
＇・
不
老
不
死
の
仙
人
に
か
か
わ
る
奇
怪
な
伝
説
。

化
胡
の
虚
伝
：
．．．． 
老
子
が
イ
ン
ド
に
渡
っ
て
釈
迦
と
な
っ
た
な
ど
と
い
う
偽
り
の
伝
説
。

剛
除
：
；
．．
 
削
り
取
る
こ
と
。

『
荀
子
』
・・・・
・・中
国
戦
国
時
代
（
紀
元
前
―二
世
紀
こ
ろ
）
、
荀
子
の
思
想
を
説
い
た
習
。

罪
子
j
:
-—
：中
国
戦
国
時
代
（
紀
元
前
四
世
紀
か
ら
三
世
紀
こ

ろ
）
、
老
子
と
と
も
に
道
家
の
思
想
を
説
い
た
荘
子
の
苦
。

肱
院
篇
：
・
・
:
『
荘
子
』
外
篇
の
な
か
の

一
篇
の
名。

楊
朱
•
関
手
・
・
・
・
・
・
い
ず
れ
も
老
子
と
直
接
会
っ
て
、
そ
の
教
え
を
受

け
継
い
だ
と
さ
れ
る
人
物
。

孔

・
墨
．．．． 
：
孔
子
（
中
国
春
秋
時
代
、
紀
元
前
六
世
紀
か
ら
五
世
紀
こ
ろ
の
思
想
家
。
儒
家
の
祖
）
と
墨
子

紀
元
前
五
世
紀
か
ら
四
世
紀
こ
ろ
の
思
想
家
。
墨
家
の
祖
）
の
こ
と。

廃
．
舜
・
周
文
・
夏
萬
：
：
．．
 
儒
家
が
理
想
の
君
王
と
し
た
亮
帝
と
舜
帝
、
屁
の
文
王
、
夏
の
萬
王
。

黄
帝
四
経
；
・
・
・
漢
代
の
書
目
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
道
家
の
教
典
と
さ
れ
る
も
の
の
名
。
黄
帝
は
中
国
の
神
話
、

名
。
道
家
で
は
、
の
ち
に
黄
帝
を
始
祖
と
し
、
老
子
を
大
成
者
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

縦
横
家
・
・
・・
・
・
中
国
戦
国
時
代
に
合
縦
ま
た
は
連
衡
の
策
を
諸
侯
に
説
い
た
外
交
政
略
家
。

附
益
：
・
・
：
付
け
加
え
る
こ
と
。

（中
国
戦
国
時
代
、

伝
説
上
の
皇
帝
の

（武
内
義
雄

「老
子
原
始
」
に
よ
る
）

（
子
安
宣
邦
「
近
代
知
と
中
国
認
識」

3
.
 

あ
る
い
は
〈
純
粋
老
子
〉

原
典
批

に
よ
る
）

を
い
う
こ
と
自
体
が
、

3
 



問
七

問

へホニハロ ィ
A
.
B
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
の
内
容
に
合
致
し
な
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
二
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

イ

A
の
文
章
の
著
者
は
、
武
内
義
雄
の

ら
の
方
法
的
示
唆
を
み
と
め
て
い
る
。

口

A
の
文
章
の
著
者
は
、
神
話
的
虚
構
で
あ
る
老
子
五
千
―
―
―-E
か
ら
実
証
的
推
理
に
よ
っ
て
〈
確
か
な
テ
ク
ス
ト
〉
を
求
め
る
新
た
な

古
代
文
献
学
を
批
判
的
に
み
て
い
る
。

ハ

A
の
文
章
の
著
者
は
、
今
本
老
子
と
法
家
の
老
子
経
文
に
大
差
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
は
韓
非
後
学
が
伝
承
さ
れ
た
老
子
経
文

を
改
編
し
た
も
の
と
主
張
し
て
い
る
。

二

B
の
文
章
の
著
者
は
、
老
子
五
千
言
が
一
者
の
形
を
な
す
の
は
、
秦
漠
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
は
じ
め
は
口
誦
さ

れ
て
伝
わ
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

ホ

B
の
文
章
の
著
者
は
、
老
子
の
後
学
が
道
家
を
標
榜
し
て
儒
黒
に
対
抗
す
る
必
要
か
ら
、
そ
の
権
威
付
け
の
た
め
に
黄
帝
四
経
な

ど
を
取
り
除
い
た
と
推
定
し
て
い
る
。

ヘ
B
の
文
章
の
著
者
は
、
名
子
本
来
の
学
説
を
知
る
に
は
、
今
に
伝
わ
る
老
子
在
千
言
の
中
か
ら
、
道
家
以
外
の
諸
家
の
思
想
を
取

り
除
く
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

a
 
a
 
a
 
a
 
a
 

a
 有
韻

有
韻

有
韻

無
韻

無
領

無
韻

b
 

b
 

b
 

b
 

b
 

b
 
有
韻

無
韻

有
韻

無
韻

有
韻

無
韻

c
 

c
 

c
 

c
 

c
 

c
 

「老
子
原
始
」
に
み
ら
れ
る
文
献
学
的
方
法
に
、
大
阪
の
町
人
学
者
で
あ
っ
た
富
永
仲
基
か

無
韻

無
韻

無
韻

有
韻

有
韻

有
韻

d
 

d
 

d
 

d
 

d
 

d
 
有
韻

無
韻

有
韻

無
飢

有
韻

無
韻

e
 

e
 

e
 

e
 
e
 
e
 有
韻

有
額

無
韻

無
韻

無
韻

有
韻

問
六

B
の
文
章
の
空
欄

-
a
-
i
-
e
＿
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
有
韻
」
「
無
韻
」

と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

イ

老
子

イ

異

辞

同

意

口

荘

子

’‘ 
雑
非

口

各
派
所
伝

Iヽ

楊
朱

韓
非
後
学

ホ

関

引

ヘ

問
―

A
の
文
章
に
傍
線
部
ー
「
実
証
的
推
理
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
こ
と
を
あ
ら
わ
す
語
句
を
、
A
の
文
京
中
か
ら
五
字

で
抜
き
出
し
、
記
述
解
答
川
紙
の
所
定
の
欄
に
記
せ

（
句
読
点
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
れ
も

一
字
と
す
る
）
。

A
の
文
章
の
空
棚

一

X

一
に
入
る
語
句
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

―
つ
選
び
、

解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

問
三

A
の
文
章
に
傍
線
部
2

「
『荀
子
」
「
荘
子
j

な
ど
に
老
子
言
説
の
特
質
と
し
て
の
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
ぱ
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
に
相

当
す
る
箇
所
を
B
の
文
章
中
か
ら
十
字
以
卜
十
五
字
以
内
で
抜
き
出
し
、
記
述
解
答
用
紙
の
所
定
の
梱
に
記
せ
（
旬
読
点
が
含
ま
れ
る

場
合
は
、
そ
れ
も

一
字
と
す
る
）
。

問
四

A
の
文
章
に
傍
線
部
3
「
〈
純
粋
老
子
〉
を
い
う
こ
と
自
体
が
、
近
代
の
文
献
批
判
学
者
の

「
一
家
の
言
」

が
、
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

―
つ
選
び
、
解
答
檀
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

イ

近

代

の

文

献
批
判
学
者
は
、
江
戸
時
代
の
学
者
窟
永
仲
基
か
ら
方
法
的
示
唆
を
受
け
取
っ
て
い
る
が
、
そ
の
方
法
論
は
近
代
科
学

的
検
証
を
経
て
い
な
い
の
で
、
ひ
と
り
よ
が
り
の
域
を
出
な
い
学
説
で
し
か
な
い
。

口

純
粋
老
子
に
文
章
や
修
辞
の
不
統
一

は
確
か
に
み
と
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
歴
史
の
過
程
で
重
み
を
加
え
て
き
た
も
の
で
あ
り
、

た
と
え
古
代
文
献
学
の
方
法
を
も

っ
て
し
て
も
腑
分
け
な
ど
で
き
る
は
ず
が
な
い。

ハ
所
与
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
、
付
加
さ
れ
た
剰
余
の
言
説
的
残
滓
を
取
り
除
い
て
〈
純
粋
テ
ク
ス
ト
〉
を
求
め
る
に
し
て
も
、
そ
れ
を

〈
確
か
な
テ
ク
ス
ト
〉
と
判
定
す
る
目
的
が
曖
昧
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

二

名

子

万
千
言
の
中
に
は
各
派
所
伝
の
老
朋
の

一国
が
混
人
し
て
お
り
、
い
か
に
合
理
的
視
点
に
よ
る
実
証
的
推
坪
に
も
と
づ
い
て
そ

れ
ら
を
取
り
人
れ
る
と
は
い
え
、
〈
純
枠
老
子
〉
が
得
ら
れ
る
と
い
う
保
証
は
な
い
。

ホ

老

賄

伝

説
と
老
子
道
徳
経
と
い
う
虚
構
は
、
占
代
に
行
わ
れ
た
文
献
批
判
学
の
前
に
は
解
体
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
存
在
す
る

の
で
あ
っ
て
、
実
証
的
推
理
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
る
と
は
決
し
て
期
待
で
き
な
い
。

へ
近
代
の
文
献
批
判
は
、
現
前
の
〈
不
確
か
な
テ
ク
ス
ト
〉
か
ら

〈
確
か
な
テ
ク
ス
ト
〉
を
取
り
出
せ
る
と
い
う
袖
提
の
も
と
に
成

り
立
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ

の
前
提
は
必
ず
し
も
確
実
な
こ
と
で
は
な
い
。

問
五

B
の
文
章
に
傍
線
部
4

「
古
聖
往
哲
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
そ
れ
と
さ
れ
る
人
物
を
次
の
中
か
ら

一
人
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ

よ。

神
仙
家
百

で
し
か
な
い
」
と
あ
る

い
ず
れ
か
の
こ
と
ば
が
入
る
。

黄
帝

ホ

伝
聞
侠
事

ヘ

そ
の
組
み
合
わ
せ

老
子
伝
説

4
 



ひ
と
つ
の
光
景
が
頭
を
離
れ
な
い
。
正
確
に
は
、
ひ
と
つ
の
映
像
あ
る
い
は
ひ
と
つ
の
画
面
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
私
自
身
が
そ
こ
に
吃

ち
会
っ
た
の
で
は
な
く
て
、
テ
レ
ビ
の
記
録
番
組
の
一
場
面
な
の
だ
か
ら
。

に
も
か
か
わ
ら
ず、

私
に
と
っ
て
そ
の
場
面
は
、
自
分
が
そ
こ
に
現
に
居
合
わ
せ
た
か
の
よ
う
な
ふ
し
ぎ
な
現
実
感
を
、

H
ま
し
に
濃
く

し
て
ゆ
く
。
テ
レ
ビ
の
記
録
映
像
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
現
実
と
し
て
、
い
や
i

あ
ら
ゆ
る
現
実
の
現
実
性
ク
の
根
拠
な
い
し
始
原
の
光
景

で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
、
身
近
な
も
の
と
し
て
、
直
接
の
も
の
と
し
て
、
現
に
い
ま
刻
々
の
私
自
身
の
出
来
事
と
し
て
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。

こ
の
世
の
約
束
の
時
間
で
計
れ
ば
、
何
万
年
と
い
う
遥
か
な
過
去
の
出
来
事
に
も
か
か
わ
ら
ず
。

ぇ、^

え
ん

高
さ
百
メ
ー
ト
ル
を
越
え
る
切
り
立

っ
た
崖
が
、
海
岸
に
沿
っ
て
婉
々
と
連
な
っ
て
い
る
。
海
は
明
る
＜
穏
や
か
だ
。
断
崖
の
上
は
深
い

熱
帯
の
密
林
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
。

:^
こ
じ
下

暗
灰
色
の
断
磁
の
表
面
に
、
洵
面
と
並
行
し
て
白
っ

ぽ
い
横
縞
が
走

っ
て
い
る
。
縞
の
幅
は
ト
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
だ
ろ
う
か
、
そ
の
灰
白

色
の
縞
の

一
部
が
幾
分
く
ぼ
ん
で
い
る
。
桐
穴
と
い
う
ほ
ど
深
く
は
な
い
。
暗
く
も
な
い
。
か
つ
て
の
共
同
墓
地
な
い
し
遣
体
を
安
置
す
る

聖
所
の
跡
の
よ
う
で
あ
る
。
い
ま
も
逍
件
が
散
乱
し
て
い
る
。
海
は
青
く
、
骨
は
乾
い
て
白
い
。

て
＂ひ

．h

そ
の
骨
の
ち
ら
ば
る
＜
ぽ
み
の
岩
壁
に
、
そ
れ
が
あ
っ
た
。
数
十
に
の
ぽ
る
人
間
の
掌
の
形
が
、
い
ま
も
く
つ
き
り
と
残
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

掌
の
形
を
描
い
た
絵
で
は
な
い
。
そ
れ
な
ら
別
に
驚
く
こ
と
は
な
い
。
掌
を
岩
壁
の
表
面
に
び
た
り
と
押
し
当
て
て
、
そ
の
ま
わ
り

に
赤
茶
色
の
ガ
ン
リ

ョ
ウ
を
丹
念
に
吹
き
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
掌
の
形
が
灰
白
色
の
岩
の
表
面
に
、
い
わ
ば
白
抜
き
に
浮
か
び
出

し
て

い
る
の
だ
。

庄
骨
の
重
な
る
断
崖
の
く
ぽ
み
の
岩
の
表
面
に
、
そ
ん
な
白
抜
き
の
無
数
の
掌
の
痕
。
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
掌
の

一
本

一
本
の
指
の
形
ま

で
、
く
つ
き
り
と
い
ま
も
鮮
や
か
だ
。
掌
の
痕
と
い
う
よ
り
、
牛
き
た
掌
の
群
が
ゆ
ら
ゆ
ら
と
、
あ
る
い
は
ひ
ら
ひ
ら
と
、
音
も
な
く
軍
な

り
合
っ
て
揺
れ
て
、
そ
よ
い
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

テ
レ
ビ
の
説
明
で
は
、

三
万
年
ほ
ど
昔
の
も
の
ら
し
い
と
私
は
聞
い
た
つ
も
り
だ
が
、
そ
の
光
祭
の
鮮
や
か
さ
は
、
つ
い

こ
の
間
の
こ
と

の
よ
う
だ
。
い
や
白
い
掌
の
群
の
ゆ
ら
め
き
は
、
い
ま
の
私
自
身
の
意
識
の
奥
の
光
景
で
あ
る
か
の
よ
う
に
な
ま
な
ま
し
い
。
異
様
に
な
ま

な
ま
し
い
。

一
九
九

一
年
初
め
、
ど
の
テ
レ
ビ
も
連
夜
、
ペ

ル
シ
ア
湾
岸
戦
争
の
映
像
と
解
説
を
流
し
続
け
て
い
た
時
期
に
、
T
B
S
が
放
映
し
た
イ

リ
ア
ン

・
ジ
ャ
ヤ
（
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
島
西
半
部
）
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
の

一
場
面
で
あ
る
。
女
性
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
が
取
材
制
作
し
た
冥
に
記

録
的
な
、
と
は
安
易
な
物
語
性
に
流
れ
な
い
す
ぐ
れ
た
記
録
作
品
だ
っ
た
。

同
じ
断
崖
の
一
部
だ
っ
た
か
少
し
離
れ
た
場
所
だ
っ
た
か
、
掌
の
そ
よ
ぐ
墓
地
よ
り
か
な
り
後
の
時
代
と
思
わ
れ
る
岩
絵
の
紹
介
も
あ
っ

A
 

た
が
、
こ
れ
に
は
私
の
意
識
は
ほ
と
ん
ど
感
応
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
円
や
同
心
円
や
舟
や
人
間
の
形
を
稚
拙
な
記
号
と
し
て
描
い
た
も
の

で
、
そ
の
よ
う
な
記
号
化
さ
れ
た
古
代
の
岩
絵
や
洞
窟
画
な
ら
、
私
た
ち
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
や
ア
フ
リ
カ
で
驚
く
べ
く
巧

み
な
も
の
を
、
数
多
く
す
で
に
見
て
い
る
。

白
抜
き
に
残
さ
れ
た
掌
の
形
の
中
に
は
、
指
が
欠
け
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
二
本
も
三
本
も
指
の
根
も
と
か
ら
切
断
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

こ
れ
を
断
崖
に
残
し
た
人
た
ち
の
子
孫
と
推
定
さ
れ
る
採
集
民
の
部
族
が
密
林
の
奥
で
生
活
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
中
に
は
同
じ
よ
う
に

指
を
つ
め
た
人
た
ち
が
い
ま
も
い
る

C

愛
す
る
肉
親
が
死
ぬ
と
指
を
つ
め
る
の
だ
と
い
う
。
そ
の
人
た
ち
の
指
の
欠
け
た
掌
は
、
断
崖
の
く

ま
み
に
残
る
掌
の
群
の
中
の
、
指
の
な
い
掌
の
形
と
、
ほ
と
ん
ど
重
な
り
合
う
。

Bl こ
れ
は
記
号
で
は
な
い
。

一
イ
一

死
と
い
う
不
可
解
で
絶
対
的
な
事
実
に
対
す
る
、
生
身
の
人
間
の
直
接
の
反
応
、
形
に
な
ら
ぬ
、
言

葉
に
さ
え
な
ら
ぬ
深
居
の
震
え
が
、
そ
の
ま
ま
そ
こ
に
出
現
し
た
の
だ
と
私
は
思
っ
た
。

人
類
が
死
を
意
識
し
た
（
死
体
を
認
知
す
る
だ
け
で
な
く
）
の
は
、
旧
人
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
の
あ
と
新
人
ホ
モ

・
サ
ピ
エ

ン
ス
・
サ

ピ
エ
ン
ス
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
現
存
人
類
の
段
階
に
な
っ
て
か
ら
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
ー
ロ

ーネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
た
ち
に
も
、
西
方
に

向
か
っ
て
並
べ
ら
れ
た
頭
骨
の
列
と
か
、
赤
土
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
い
、
花
を
ぱ
ら
ま
い
た
花
粉
が
残
っ
て
い
る
墓
地
な
ど
、
葬
送
を
意
識
し

た
逍
跡
が
あ
る
と
よ
く
言
わ
れ
て
い
た
が
、
最
新
の
人
類
考
古
学
の
チ
ケ
ン
は
否
定
的
で
あ
る。

L
いー」

約
五
卜
万
年
前
の
北
京
原
人
の
遺
跡
か
ら
は
、
脳
や
骨
髄
を
す
す
っ
て
食
べ
た
ら
し
い
あ
と
の
人
骨
が
、
動
物
た
ち
の
骨
と

一
緒
に
捨
て

せ
い
そ
く

ら
れ
て
い
る
。
ー

ニ
ー
束
ア
フ
リ
カ
に
現
在
棲
息
す
る
ヒ
ヒ
た
ち
の
母
親
は
、
赤
ん
坊
が
何
か
の
原
因
で
死
ん
で
も
胸
に
抱
き
続
け
て
、

死
休
が
解
体
し
は
じ
め
る
と
急
に
異
物
だ
と
気
づ
い
て
、
何
の
未
練
も
な
く
ほ
う
り
捨
て
て
し
ま
う
、
と
い
う
動
物
学
者
の
報
告
を
読
ん
だ

こ
と
が
あ
る
。

他
の
生
物
が
死
ん
で
い
る
事
実
な
ら
、
は
と
ん
ど
の
生
物
が
認
知
す
る
だ
ろ
う
。
ー
ホ
一
だ
が
自
分
自
身
も
含
め
て
死
が
全
生
物
の
逃

れ
ら
れ
ぬ
事
実
だ
と
お
び
え
恐
れ
、
死
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
に
考
え
始
め
た
の
は
、
わ
ず
か
数
万
年
前
か
ら
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

イ
リ
ア
ン
・
ジ
ャ
ヤ
南
西
海
岸
に
残
っ
た
掌
の
形
が
三
万
年
ほ
ど
前
の
も
の
ら
し
い
、
と
い
う
テ
レ
ビ
の
説
明
を
、
私
が
聞
き
違
え
た
の

で
な
け
れ
ば
（
そ
の
可
能
性
も
な
く
は
な
い
）
、
あ
の
断
崖
の
く
ぱ
み
は
、
人
間
が
死
を
強
く
意
識
し
始
め
て
そ
れ
ほ
ど
た
っ
て
い
な
い
時

代
の
も
の
で
あ
る
。

現
在
ま
で
そ
の
子
孫
た
ち
が
残
っ
て
い
る
彼
ら
は
、
約
十
万
年
前
ご
ろ
か
ら
世
界
各
地
に
広
ま
っ
た
わ
れ
わ
れ
硯
存
人
類
の
古
型
だ
。
一

万
一
千
年
前
に
氷
河
期
が
終
る
ま
で
東
南
ア
ジ
ア
に
あ
っ
た
ふ
た
つ
の
陸
地
の
う
ち
、
五
万
年
前
ご
ろ
西
方
の
「
ス
ン
ダ
ラ
ン
ド
」
か
ら

「
サ
フ
ル
ラ
ン
ド
（
現
在
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大
陸
と
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
島
が
つ
な
が
っ
た
も
の
）
」
に
渡
っ
た
集
団
の
一
部
と
考
え
ら
れ
る
が
、

、しー
／二

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と

の
問
い
に
答
え
よ
。

（
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問
十

問
九

死
期
を
予
感
す
る
動
物
た
ち
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
邁
跡
は
人
類
が
死
を
自
覚
的
に
意
識
し
始
め
た
時
期
の
、
最
も
鮮
烈
で
最
も
美
し
く
怖
ろ
し
い
体
験
の
ひ
と

つ
と
思
え
て
な
ら
な
い
。

死
ん
だ
ら
魂
は
ど
う
な
る
か
、
死
後
の
世
界
が
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
も
ろ
も
ろ
の
宗
教
的
、
神
話
的
思
考
が
つ
く
り
出
さ
れ
る
よ
り
前
、

、
、、

、
、
、

死
と
い
う
観
念
、
死
と
い
う
言
葉
が
、
こ

の
世
界
に
滲
み
出
て
き
た
現
場
の
よ
う
に
見
え
る
。
い
や
言
葉
そ
の
も
の
が
こ
の
よ
う
に
し
て
、

c
 

葬
送
儀
礼
の
始
ま
り
と
時
期
を
同
じ
く
し
て
、
つ
ま
り
死
の
意
識
化
と
と
も
に
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
た
い
誘
惑
を
お
さ
え
難

記
号
や
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
形
象
が
そ
の
後
世
界
じ
ゅ
う
で
墓
地
内
部
を
飾
る
こ
と
に
な
る
が
、
記
号
や
シ
ン
ボ
ル
は
描
か
れ
る
前
に
す
で

に
意
識
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
形
あ
る
も
の
、
意
味
あ
る
も
の
だ
が
、
そ
の
前
に
死
と
い
う
不
可
解
な
事
実
を
自
分
自
身
の
こ
と
と
し
て

自
貨
し
始
め
た
と
き
の、

身
を
よ
じ
っ
て
嘆
き
、
指
を
切
り
落
と
す
と
い
う
よ
う
な
直
接
的
な
反
応
し
か
で
き
な
か
っ
た
段
階
が
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
。

そ
の
肉
体
的
な
、
意
識
の
奥
か
ら
つ
き
あ
げ
て
く
る
恐
怖
と
嘆
き
の、

言
い
難
い
衝
動
。
ど
う
し
て
こ
の
世
界
に
死
と
い
う
も
の

が
あ
る
の
か
、
親
し
い
も
の
た
ち
と
の
無
慈
悲
な
別
れ
が
避
け
ら
れ
な
い
の
か
、
そ
の
答
え
は
言
い
難
く
答
え
難
い
。
言
い
難
い
か
ら
こ
そ

百
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

何
か
形
を
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て
の
―――-3
葉
と
次
元
を
異
に
す
る
い
わ
ば

一

I

一
で
あ
る
。
動
物
た
ち
も
声
を
つ
か

っ
て
コ

ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
。
身
振
り
、
表
情
そ
の
他
の

コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
と
同
じ
次
元
で
、
動
物
た
ち
は
言
葉
が
な
い
か
ら
意
思
疎
通

に
困
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
圏
の
中
で
お
互
い
同
士、

十
分
に
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
ト
し
て
い
る。

（
日
野
啓
三

「断
崖
に
ゆ
ら
め
く
白

い
掌
の
群
」
に
よ
る
）

ス
ン
ダ
ラ
ン
ド
・・疇
．．
．
 現
在
の
タ
イ
の
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
川
の
流
域
か
ら
タ
イ
ラ
ン
ド
湾
、
南
シ
ナ
海
を
含
む

一
帯
に
、
氷
河
期
に
存

在
し
た
陸
地。

問
八

傍
線
部
A

「
こ
れ
に
は
私
の
意
識
は
ほ
と
ん
ど
感
応
し
な
か

っ
た
」
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次

の
中
か
ら

―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

そ
の
岩
絵
よ
り
も
ず
っ
と
精
巧
な
形
象
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
や
ア
フ
リ
カ
の
洞
窟
の
辟戸
に
抽
か
れ
て

い
る
か
ら
。

そ
の
岩
絵
が
白
抜
き
の
掌
の
痕
よ
り
か
な
り
後
の
時
代
の
も
の
と
思
わ
れ
、
考
古
学
的
に
み
て
貴
重
さ
の
度
合
い
が
劣
る
か
ら
。

そ
の
岩
絵
は
円
や
舟
や
人
間
の
形
象
を
稚
拙
に
描
い
て
い
て
、
心
が
深
く
揺
り
動
か
さ
れ
る
ほ
ど
の
美
意
識
に
欠
け
て
い
た
か
ら
。

そ
の
岩
絵
は
記
号
と
し
て
描
か
れ
て
い
て
、
生
身
の
人
間
の
意
識
の
奥
か
ら
つ
き
あ
げ
て
く
る
よ
う
な
反
応
が
感
じ
ら
れ
な
い
か

ら。傍
線
部
B
「
こ
れ
は
記
号
で
は
な
い
」
と
あ
る
が
、

ー
ク
せ
よ
。

そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ

イ

著

者

は
、
断
足
の
く
ぽ
み
に
あ
る
指
の
な
い
掌
の
痕
が
、
愛
す
る
肉
親
の
死
に
対
す
る
言
語
化
で
き
な
い
哀
悼
を
表
現
す
る
た
め

に
残
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
か
ら
。

口

著

者
は
、
断
崖
の
く
ぽ
み
に
あ
る
指
の
な
い
掌
の
痕
が
、
意
識
化
の
過
程
や
抽
象
的
思
考
を
経
た
記
号
の
出
現
で
は
な
い
と
考
え

て
い
る
か
ら
。

ハ

著

者

は
、
断
崖
の
く
ぽ
み
に
あ
る
指
の
な
い
掌
の
痕
が
、
死
と
い
う
観
念
や
死
後
の
霊
魂
と
い

っ
た
新
し
い
次
元
を
予
感
さ
せ
る

と
考
え
て
い
る
か
ら
。

二

著

者

は
、
断
崖
の
く
ぼ
み
に
あ
る
指
の
な
い
掌
の
痕
が
、
言
語
を
ま
だ
持
た
な
い
人
問
の
死
者
に
対
す
る
コ

ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン

の
現
れ
と
考
え
て
い
る
か
ら
。

次
の
文
は
本
文
中
に
入
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
空
襦
一
イ
一

ー

一
ホ
一

か
ら
最
も
適
切
な
箇
所
を

―
つ
選
び
、

解
答
欄
に
マ
ー

ク
せ
よ
。

ニハ ロイ 注

6
 



問
十
四

問
十
三イ

著
者
は
テ
レ
ビ
で
放
映
さ
れ
た
岸
壁
の
く
ぼ
み
に
残
る
掌
の
痕
に
、
人
類
が
死
を
は
じ
め
て
意
識
化
し
た
兆
し
を
見
よ
う
と
し
て

い
る
。

口

著

者

は
テ
レ
ビ
で
放
映
さ
れ
た
岸
壁
の
く
ぽ
み
に
残
る
掌
の
痕
に
、
人
類
が
は
じ
め
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
意
識
化
し
て
行

っ
た
痕
跡
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
。

ハ
著
者
は
テ
レ
ビ
で
放
映
さ
れ
た
岸
辟
中
の
く
ぼ
み
に
残
る
掌
の
痕
に
、
指
の
欠
け
た
も
の
を
認
め
て
記
号
に
な
り
き
ら
な
い
生
身
の

反
応
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
。

二

著

者
は
テ
レ
ピ
で
放
映
さ
れ
た
岸
壁
の
く
ぽ
み
に
残
る
掌
の
痕
に
、
人
類
が
言
語
を
使
い
こ
な
す
以
前
の
体
を
つ
き
あ
げ
て
く
る

衝
動
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
。

ニハ 口 イ

問
十

（
楷
害
で
丁
寧
に
書
く
こ
と
）
。

問
十
一

傍
線
部
C
「考
え
た
い
誘
惑
を
お
さ
え
難
い
」
と
あ
る
が
、
筆
者
が
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
の
は
な
ぜ
か
。

適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

そ
の
理
由
と
し
て
最
も

イ

著

者
は
、
旧
人
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
に
葬
送
俄
礼
の
始
ま
り
を
認
め
た
い
と
考
え
て
い
る
の
に
、
死
の
意
識
化
を
め
ぐ
っ
て
最

新
の
人
類
考
古
学
の
情
報
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
気
づ
い
た
か
ら
。

口

著
者
は
、
断
崖
の
く
ぼ
み
に
残
る
掌
の
痕
を
意
識
の
原
光
景
と
み
な
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
葬
送
儀
礼
の
は
じ
ま
り
と
み
な
す

と
き
、

実
際
以
上
に
宗
教
化
し
て
し
ま
う
こ
と
に
気
づ
い
た
か
ら
。

ハ
著
者
は
、
断
崖
の
く
ぽ
み
に
残
る
掌
の
痕
は
記
号
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
の
に
、
そ
れ
を
死
の
意
識
化
の
は
じ
ま
り
と
み
な

す
と
き
、
自
ら
の
主
張
が
矛
盾
を
き
た
す
こ
と
に
気
づ
い
た
か
ら
。

二

著
者
は
、
旧
人
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
が
死
を
意
識
化
し
始
め
た
と
考
え
て
い
る
の
で
、
翌
ス
の
残
る
断
崖
の
壁
を
死
の
記
号
化
の

現
場
と
み
な
す
と
き
、
自
説
の
同
語
反
復
に
気
づ
い
た
か
ら
。

空
檬

一

I

一
に
入
る
語
句
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

実
存
の
言
葉

意
識
の
言
葉

生
活
の
言
葉

事
実
の
言
葉

本
文
の
趣
旨
と
合
致
し
な
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
っ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

傍
線
部
1
.
2
の
カ
タ
カ
ナ
の
部
分
を
漠
字
に
直
し
、
記
述
解
答
用
紙
の
所
定
の
欄
に
記
せ

7
 



三

次

の
甲

・

乙

の
文
章
を
読
ん
で
、

あ
と
の
問
い
に
答
え
よ
。

甲

〔
次
の
文
章
は
、
永
稜
安
明

「徒
然
草
を
読
む
』
(
-
九
八
二
年
刊
）
の

一
節
に
よ
る
°
]

兼
好
に
は
、
「
合
理
」
の
恨
界
を
超
え
る
宗
教
的
奇
跡
が
、
必
ず
し
も
否
定
し
が
た
い
世
界
と
し
て
見
え
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え

ば
第
六
十
八
段
に
は
、

？
姜
ぼ
a

4
ふ
ろ
．っ

X

―
つ
づ
つ
焼

ふ
•

5り
や
う
．
9

筑
紫
に
、
な
に
が
し
の
押
領
使
な
ど
い
ふ
や
う
な
る
者
の
あ
り
け
る
が
、
土
大
根
を
万
に
い
み
じ
き
薬
と
て
、
朝
ご
と
に
一

ひ
キ

き
て
食
ひ
け
る
事
、
年
久
し
く
な
り
ぬ
。

或
時
、
館
の
内
に
人
も
な
か
り
け
る
暇
を
は
か
り
て
、
敵
襲
ひ
来
り
て
囲
み
攻
め
け
る
に
、

Y

ひ

—匂

つ
は
も

m-

館
の
う
ち
に
兵

一人
出
で
米
て
、
命
を
惜
し
ま
ず
戦
ひ
て
、
皆
追
ひ
か
へ
し
て
げ
り

C

い
と
不
恩
議
に
党
え
て
、
「
日
比
こ
こ
に
も
の

.l-'支

N
"ー

し
給
ふ
と
も
見
ぬ
人
々
の
、
か
く
戦
ひ
し
給
ふ
は
、
い
か
な
る
人
ぞ
」
と
問
ひ
け
れ
ば
、
「
年
来
た
の
み
て
、
朝
な
朝
な
召
し
つ
る

t

一人
根
ら
に
さ
う
ら
ふ
」
と
い
ひ
て
失
せ
に
け
り。

と
い
う
、
筑
紫
の
国
に
伝
わ
る
、
大
根
の
精
霊
に
つ
い
て
の
奇
跡
的
な
説
話
を
と
り
あ
げ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
辺
境
地
帯
に
お
け
る

素
朴
な
庶
民
信
仰
の
説
話
を
、

深
く
信
を
致
し
ぬ
れ
ば
、
か
か
る
徳
も
あ
り
け
る
に
こ
そ
。

と
肯
定
的
に
受
け
と
め
て
お
り
、
ま
た
つ
づ
く
第
六
十
九
段
に
も
、

ろ
つ
こ

‘̂
rぶ‘
.？

＂
つ
け

y
-V
．し
ゅ

習
写
の
上
人
は
、
法
箪
読
誦
の
功
積
り
て
、
六
根
浄
に
か
な

へ
る
人
な
り
け
り
。
旅
の
仮
屋
に
吃
ち
入
ら
れ
け
る
に、

豆
の
殻
を
焚
き

て一
E
]

を
煮
け
る
音
の
、
つ
ぶ
つ
ぶ
と
鳴
る
を
聞
き
給
ひ
け
れ
ば
、

「疎
か
ら
ぬ
お
の
れ
ら
し
も
、
恨
め
し
く
我
を
ば
煮
て
、
辛
き
目
を

見
す
る
も
の
か
な
」
と
言
ひ
け
り
。
焚
か
る
る
豆
殻
の
、
は
ら
は
ら
と
嗚
る
音
は
、
「
我
が
心
よ
り
す
る
こ
と
か
は
。
焼
か
る
る
は
い

か
ば
か
り
堪
へ
が
た
け
れ
ど
も
、
力
な
き
事
な
り
。
か
く
な
恨
み
給
ひ
そ
」
と
ぞ
聞
こ
え
け
る
。

と
い
う
、
法
華
読
誦
の
聖
人
た
る
吾
写
上
人
の
功
徳
靡
を
採
り
あ
げ
て
い
る
。

そ

う

ち

こ
の
説
話
は
、
も
と
も
と
中
同
は
魏
の
文
帝
に
、
七
歩
の
う
ち
に
作
詩
せ
よ
と
の
難
題
を
課
せ
ら
れ
て
、
弟
の
曹
植
が
作
っ
た
詩
の
、

ぃ
ゼ
J

ト

ー

は

な

は

ダ

+

;

“

ク

も

'9
-
‘、

言
町
ス
在

□盆
ー
下
ー闘

―E
:
]竺

釜

中
屈
。

本

是

同

根

生

。

相

煎

何

太

急

」
（
「世
説
新
語
」

「文
学」

・

「蒙
求
」
「陳
思

七
歩
」

等
）
に
も
と
づ
く
こ
と
は
、
古
注
以
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
七
歩
の
詩
は
国
内
で
も
、

「壊
風
藻
」
そ
の
他
に
採
り
あ
げ
ら
れ
る

2
 

な
ど
、
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
後
、
こ

の
説
話
が
土
着
し
つ

つ一

般
に
流
布
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
『
徒
然
単
」
に
先
立
つ『
十

3
 

訓
抄
」

（巻
六
）
な
ど
に
も
、
骨
肉
間
の
争
い
を
述
べ
て
、
こ
の
詩
を
引
用
し
て

い
る
と
お
り
で、

兼
好
の
時
代
に
は
者
写
の
上
人
の
六
根

消
浄
説
話
に
転
形
し
て
い
た
ら
し
い
、

こ
の
奇
跡
諜
を
も
、
I

徒
然
草
」

は
そ
の
ま
ま
敬
虔
に
記
し
と
ど
め
て

い
る
の
で
あ
る
。

限
り
あ
る
人
間
の
智
恵
に
は
、
当
然
及
び
が
た
い
世
界
の
あ
る
こ
と
を
知

っ
て
い
た
兼
好
は
、

ま
た
凡
慮
に
は
測
り
が
た
い
宗
教
的
な
奇

跡
を
は
じ
め
と
す
る
非
合
理
の
世
界
を
、
有
限
の
「
合
理
」
に
よ
っ

て
安
易
に
否
定
し
、

あ
る
い
は
逆
に
何
の
保
留
も
な
く
、
こ
れ
を
全
面

的
に
信
仰
し
て
し
ま
う
こ
と
が
、
い
か
に
人
間
の
可
能
性
を
阻
害
す
る
か
を
見
と
お
す
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ

っ
て
、
こ
う
し
た
観
点
に
立

て
ば
、

仏
神
の
世
界
の
奇
跡
だ
け
で
な
く
、
人
間
の
世
界
に
し
ば
し
ば
現
前
す
る
不
可
思
議
に
つ
い
て
も
、

一
概
に
こ
れ
を
否
定
せ
ず
、
現

象
世
界
の

―
つ
の
相
と
し
て
、
そ
の
存
在
を
認
め
る
道
が
ひ
ら
け
、
そ
こ
に
測
り
が
た
い
人
間
生
活
の
実
像
を
見
届
け
よ
う
と
す
る
意
識
も

芽
生
え
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら

「徒
然
草
J

の
中
に
は
、
古
注
以
来
そ
の
其
意
を
捕
捉
し
か
ね
て
き
た
諸
段
、
た
と
え
ば
、

因
幡
国
に
、

何
の
入
道
と
か
や
い
ふ
者
の
娘、

か
た
ち
よ
し
と
聞
き
て
、
人
あ
ま
た
い
ひ
わ
た
り
け
れ
ど
も
、
こ
の
娘
、
た
だ
栗
を
の

ょ
む

こ

と

や

う

み
食
ひ
て
、
更
に
米
の
た
ぐ
ひ
を
食
は
ざ
り
け
れ
ば
、
「
か
か
る
異
様
の
も
の
、
人
に
見
ゆ
べ
ぎ
に
あ
ら
ず
」
と
て
、
親
ゆ
る
さ
ざ
り

け
り

（第
四
十
段
）
。

と
い
う
、
石
穀
の
類
を
全
く
口
に
せ
ず
、
栗
だ
け
食
べ
て
生
き
て
い
た
不
思
議
な
美
女
と
、
そ
の
女
に
一
―
―-E
い
寄

っ
て
く
る
求
婚
者
た
ち
を
拒

否
し
つ
づ
け
た
親
に
つ
い
て
の
一
A
一
が
、
作
者
の
何
の
限
定
も
な
く
記
さ
れ
て
い
た
り
、
ま
た
第
四
ト
ニ
段
の
、

崖
橋
中
将
と
い
ふ
人
の
子
に
、
行
雅
僧
都
と
て
、
教
相
の
人
の
師
と
す
る
僧
あ
り
け
り
°
気
の
卜
る
病
あ
り
て
、
年
の
や
う
や
う
た
＜

る
ほ
ど
に
、
鼻
の
中
ふ
た
が
り
て
、
息
も
出
で
が
た
か
り
け
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
に
つ
く
ろ
ひ
け
れ
ど
、

わ
づ
ら
は
し
く
な
り
て
、
目
・

え
い

お

も

て

盾
・
額
な
ど
も
腫
れ
ま
ど
ひ
て
、
う
ち
お
ほ
ひ
け
れ
ば
、
物
も
見
え
ず
、

．
一
の
舞
の
面
の
や
う
に
見
え
け
る
が
、
た
だ
恐
ろ
し
く
、
鬼

い
な
だ
き

か
た

の
頻
に
な
り
て
、
日
は
頂
の
方
に
つ
き
、
額
の
ほ
ど
鼻
に
成
り
な
ど
し
て
、
後
は
坊
の
内
の
人
に
も
見
え
ず
こ
も
り
ゐ
て
、
年
久
し
く

あ
り
て
、
な
ほ
わ
づ
ら
は
し
く
な
り
て
死
に
に
け
り
。
か
か
る
病
も
あ
る
事
に
こ
そ
あ
り
け
れ
。

と
記
し
て
い
る
よ
う
な
、
世
に
も
不
思
哉
な
奇
病
に
と
り
つ
か
れ
た
行
雅
僧
都
に
つ
い
て
の
一

A

一
な
ど
も
収
め
ら
れ
て
い
る。

こ
の
、

「
か
か
る
病
も
あ
る
事
に
こ
そ
あ
り
け
れ
」
と
い
う
表
現
に
は
、
常
人
の
理
解
を
超
え
る
奇
怪
な
事
態
を
、
眼
を
見
張
る
よ
う
な
驚
き
の
心

で
も
っ
て
記
し
留
め
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
な
り
に
現
批
の
犯
し
が
た
い
事
実
と
し
て
、
そ
の
ま
ま
こ
れ
を
受
け
と
め
よ
う
と
す
る
兼
好
の

態
度
が
見
え
る
の
で
あ
る
。

お
よ
そ
不
可
思
議
な
現
実
の
諸
相
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
し
か
も
多
様
な
現
象
枇
界
の
海
に
流
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
し
だ
い
に
理
性
的

に
実
像
を
把
え
る
よ
う
に
な
っ
た
兼
好
は
、
現
世
の
生
き
か
た
に
お
い
て
も
、
第
一
期
時
代
の
そ
れ
を
超
え
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
て
、
か
つ

て
第

一
段
で
は
、
人
間
と
し
て
望
ま
し
く
穎
わ
し
い
こ
と
ど
も
を
、
あ
れ
こ
れ
と
掲
げ
示
し
て
、

い
う
たヽ
く

あ
り
た
き
事
は
、
ま
こ
と
し
き
文
の
道
、
作
文
、
和
歌
、
管
絃
の
道
、
ま
た
有
職
に
公
事
の
方
、
人
の
鏡
な
ら
ん
こ
そ
い
み
じ
か
る
べ

け
れ
。

手
な
ど
拙
か
ら
ず
走
り
が
き
：
’
•
O

な
ど
と
記
し
て
い
た
彼
が
、
第
百
二
十
二
段
で
は
、
そ
れ
ら
の
道
み
ち
が
、

自
族
社
会
に
生
き
て
行
こ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
、
必
須
の
教

養
で
あ
る
こ
と
を
説
く
と
こ
ろ
ま
で
は
、
第
一
段
の
主
旨
と
、
さ
し
て
変
る
と
こ
ろ
は
な
い
が
、
つ
づ
い
て
、

8
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ム
レ
パ

ヲ
シ
テ

リ

使

下

民

還

二

崩
此5

注

其

ム
ル

ヲ

務
レ
農

之
本
也
。

本＿
―‘― 

仁

義

之

残

之

-―
 偽、

ス
為レ

応棄
ヽムレ テ

｝、堅ヲ口
茸下．
ハ

-o-

ノ腐ae家＝^故＝

尉天か ー。
ラ

耕農
ニ シ I 

倉
粟
：
．．． 
穀
物
の
貯
蔵
庫
。

水
旱
：
・
:
大
水
と
ひ
で
り
。

授
民
時
：
ーー
・
・
・
人
々
に
塁
業
の
種
ま
き
、
取
り
入
れ
を
示
す
暦
を
授
け
る
。

帯
摂
侃
牛
：
．．．． 
子
牛
や
牛
を
腰
の
刀
剣
と
し
て
帯
び
る
。
「漢
書
j

循
吏
伝
に
基
づ
く
、
人
々
に
農
耕
を
勧
め
る
た
と
え
。

娯
：
・
稲
の
茎
を
食
う
害
虫
。

浮
韮
：
・：
上
辺
だ
け
華
や
か
で
実
質
の
乏
し
い
こ
と
。

耕
織
：
・
・
：
田
を
耕
し
、
機
を
織
る
こ
と。

メ
求一

ヲ
害

俗：嵐
反支甚
中 ラニ ．

且
：巧

ハ於

伎

織 百
上 ヲヽ

東

衣

次
に
、
食
は
人
の
天
な
り
。

れ
き

い

さ

と、

「帝
範
』
の

「務
農
」
篇
や

「史
記
」
の

「鄭
食
其
伝
」
等
に
見
え
る
典
拠
を
ふ
ま
え
て
、
民
に
と
っ
て
、
食
物
は
天
の
ご
と
く
至
窃

の
も
の
、
生
活
の
基
本
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
か
ら
一
転
し
て
、

あ
ち
d
ひ

よ
ら
バ1

よ
く
味
を
調
へ
知
れ
る
人
、
大
き
な
る
徳
と
す
べ
し
。
次
に
細
下
、
万
に
要
お
ほ
し
。

と
ま
で
説
き
進
ん
で
い
る
の
は
、
も
は
や
原
典
の
抽
象
的
な
政
治
論
か
ら
、
共
体
的
な
日
常
世
界
へ
と
下
降
し
、
調
理
や
は
か
な
い
手
細
工

4
 

に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
世
俗
的
な
実
利
の
生
活
を
積
極
的
に
評
価
し
、
か
つ
て
は
否
定
し
た
現
世
的
な
生
活
に
役
立
つ
有
用
性
を
率
直
に
認

め
は
じ
め
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
現
実
を
確
認
し
な
が
ら
兼
好
は
さ
ら
に
、

こ
の
外
の
事
ど
も
、
多
能
は
君
子
の
恥
づ
る
処
な
り
。
詩
歌
に
巧
み
に
、
糸
竹
に
妙
な
る
は
、
幽
玄
の
道
、
君
臣
こ
れ
を
重
く
す
と
い

（

人

が

ね

や

く

へ
ど
も
、
今
の
世
に
は
こ
れ
を
も
ち
て
世
を
治
む
る
事
‘
-
B
-
。
金
は
す
ぐ
れ
た
れ
ど
も
、
鉄
の
益
多
き
に
及
か
ざ
る
が
ご
と
し。

と
説
い
て
、
こ

の

一
章
を
結
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
占
代
干
朝
社
会
に
お
い
て
、
君
臣
と
も
に
淳
童
し
て
き
た

「幽
玄
」
の
道

も、

「今
の
軋
」
で
は
、

「―

B

＿
」
と
断
言
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

木
来
、

「幽
玄
の
道
」
は
王
朝
費
族
社
会
の
価
値
の
象
徴
で
あ
り
、
『
徒
然
草
j

の
世
界
を
も
貰
通
す
る
基
本
的
な
精
神
で
あ

っ
た
。

し
か

し
、
こ
の
価
値
を
至
上
の
も
の
と
し
て
き
た
兼
好
も
、
い
ま
で
は
、

「幽
玄
の
道
」

が
時
代
の
要
求
に
適
応
で
き
な
く
な
り
、

「
鉄
の
道
」
つ

ま
り
、
実
益
を
優
先
す
る
現
実
的
な
政
治
に
及
ば
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と
を
、
つ
い
に
確
認
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
土
朝

文
化
の
、
そ
う
し
て
ま
た
、
か
つ
て
の
兼
好
自
身
が
存
立
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
き
た
と
こ
ろ
の
、
ほ
か
な
ら
ぬ
貴
族
的
な
価
偵
の
基
本
に

対
す
る
、
根
源
的
な
批
判
の
地
点
に
ま
で
兼
好
の
眼
が
届
き
は
じ
め
た
こ
と
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

従
来
、
こ
の
段
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
現
実
的
な
思
想
の
展
開
は
、

ま
だ
元
弘
の
乱
に
突
入
し
て
い
な
い
時
期
に
、
兼
好
が
新
し
い
時
代
を

予
感
し
、
早
く
も
費
族
政
治
の
没
落
を
先
取
り
し
て
い
た
の
に
よ
る
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
『
徒
然
箪
』

の
執
箪
年
代
を
元
徳

・
元
弘
間
の

一
年
た
ら
ず
の
間
に
限
定
し
た
橘
学
説
に
緊
縛
さ
れ
た
た
め
で
、
こ
の
学
説
か
ら
解
放
さ
れ
て
本
文
の
語

る
と
こ
ろ
を
読
み
返
し
て
み
れ
ば
、

「徒
然
草
』
の
表
現
は
、
兼
好
が
す
で
に
貴
族
世
界
の
崩
壊
す
る
諸
相
を
ま
の
あ
た
り
見
て
い
た
こ
と

を
語
っ
て

お
り
、
そ
こ
に
は
南
北
朝
の
内
乱
と
い
う
未
曾
有
の
変
革
に
遭
遇
し

つ
つ
あ
っ
た
賢
族
社
会
の
、
切
迫
し
た
危
機
に
当
面
し
て
の

飛
躍
的
な
思
想
の
展
開
が
見
え
て
く
る
は
ず
で
あ
る

C

六
根
浄
に
か
な

へ
る
人
．．．．． 
修
行
に
よ
り
心
身
と
も
に
仏
に
近
い
能
力
を
身
に
つ
け
た
人
。

第

一
期
時
代

：：
箪
者
は
『
徒
然
草

j

は
第
三
十
段
あ
た
り
ま
で
が
巌
初
に
帯
か
れ
た
と
考
え
て
い
る
。

元
徳

・
元
弘
：
・
:
元
徳
（

―
-
三
一
九
ー

一
三
三
一

年）

・
元
弘
（

一
．―-三
一

＼

一
三
三
四
年
）
。

橘
学
説
：・・:
「徒
然
草
」
は
元
徳
二
年
か
ら
翌
元
弘
元
年
ま
で
の
約
一
年
の
間
に
成
立
し
た
と
す
る
橘
純

一
の
学
説
。

乙

因
の
文
章
は
、
甲
に
言
及
さ
れ
る

る
e
[]

丸
食
居
〗
人ー

ル

ツ

睾

廉

恥

「

フ
ル

ニ

＜
 

一

-

J
 

扉i
-

キ
ト
キ
ハ

無
二

「帝
範

j

「務
農
篇
」
の

一
節
に
よ
る
。
文
中
に
は
、
返
り
点

ふ
送
り
仮
名
を
省
い
た
箇
所
が
あ

為――

郊 政J

一、―`

年

之

さ
う

り

ん

本「

倉

慶

つ
つ
し`

、r
-
ア

ク

欠

足
又

荷

+
1
ニ

u‘
 ＂リ

一

宍

レ
パ

則

ナ

知

―

-

[

ロ

-

民
一
時
ヲ「

国
一
価
9
-
＿

キ
ハ

九

ラ

ふ

せ

グ

――

ヲ

不
レ
且

禦

ー
ロ
:
]
「
然

之

礼

麿

[
口
：

之

,阻

し
う

め
い
ヨ
リ

モ

シ

ク

ハ

シ

秋

銀

「

莫
レ
若
下

禁
ー「
絶

ニ

チ

ヒ

テ

キ

真
い
則

競

懐

二

そ
の
時
期
の
こ
と。

シ

ケ

レ

パ

チ

食

乏

、

則

た
＜
ぱ
ヘ

ラ

歳

之

儲
「

不レ

足
レ

シ

ル^ハ

ビ

と

く

ヲ

お

ピ

而

莫
＞
不
下
帯
レ

犠

侃レ

テ

ノ

ヲ

以――

一

人

耕

「

而

ヲ

ス
ル
ニ

浮

華

「

勧

町

課

耕

ウ

ク

タ

ン

心
「

永

絶

二
貪

，
 



イ

寓

話

問
十
九 へホ

問
十
八
甲
の
文
章
の
傍
線
部
3
「
害
写
の
上
人
の
六
根
消
浄
説
話
に
転
形
」
と
あ
る
が
、

し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

i

つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

「
七
歩
の
詩
」

「
七
歩
の
詩
」

「
七
歩
の
詩
」

「
七
歩
の
詩
」

「
七
歩
の
詩
」

「
七
歩
の
詩
」

甲
の
文
章
の
空
梱
「
い
|

]
に
入
る
語
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

ニハ ロ ィ へホ ニハ ロ イ

問

十

七

甲

の
文
草
の
傍
線
部
2

「卜
訓
抄
j

と
最
も
近
い
時
期
に
成
立
し
た
作
品
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

一
っ

選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

因
果
応
報
を
説
く
説
話
を
数
多
く
収
め
た
景
戒
編
の
説
話
集
。

主
人
公
世
之
介
の
ご
代
記
の
体
裁
を
と
っ
て
い
る
浮
世
草
子
。

「
鏡
物
」

の
先
駆
作
品
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
歴
史
物
語
。

約
五
十
年
間
に
も
及
ぶ
南
北
朝
の
動
乱
を
描
い
た
軍
記
物
語
。

爽
名
序
と
仮
名
序
を
持
つ
源
通
具
ら
が
撰
者
の
勅
撰
和
歌
集
。

天
竺
・
命
唇
旦
•
本
朝
の
説
話
を
収
め
た
日
本
最
大
の
説
話
集
。

へホ

x
 
x
 

ニハ

x
 
x
 

ロ

x

ィ

x

へホ ニハ 口 イ

問
十
五

兼
好
は
、

兼
好
は
、

兼
好
は
、

兼
好
は
、

兼
好
は
、

兼
好
は
、

ロ

実

録

形
容
動
詞
の
活
用
語
尾

格
助
詞

副
詞
の

一
部

完
了
の
助
動
詞

格
助
詞

副
祠
の

一
部

Jヽ

武
勇
伝

で
は
豆
の
豆
殻
へ
の
恨
み
言
だ
け
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、

「徒
然
草
」
で
は
一
豆
殻
の
弁
明
ま
で
も
語
ら
れ
て
い
る
。

で
は
豆
は
恨
み
を
述
べ
て
い
る
だ
け
だ
が
、
『
徒
然
華
」
で
は
法
華
経
の
教
え
を
取
り
込
み
な
が
ら
怒
っ
て
い
る
。

で
は
豆
と
豆
殻
は
肉
親
の
関
係
と
さ
れ
て
い
る
が
、

『徒
然
草
』
で
は
仲
の
良
い
友
人
関
係
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。

で
は
豆
と
豆
殻
は
対
立
す
る
兄
弟
を
象
徴
し
て
い
る
が
、
『
徒
然
草
』
で
は
い
が
み
合
う
親
子
を
象
徴
し
て
い
る
。

で
は
豆
が
強
火
で
あ
っ
と
い
う
間
に
煎
ら
れ
て
い
る
が
、

「徒
然
草
j

で
は
弱
火
で
じ
っ
く
り
と
煮
ら
れ
て
い
る
。

で
は
豆
と
豆
殻
は
同
じ
釜
で
煎
ら
れ
て
い
る
が
、

「徒
然
草
」
で
は
豆
殻
が
豆
を
惹
る
物
語
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。

Y
 

Y
 

Y
 

Y
 

Y
 

Y
 

問
十
六
甲

の
文
章
の
二
璽
傍
線
祁
x

「
朝ご
と
に
」
•
Y

「
不思
議
に
」

•

N

て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

―
つ
選
び
、
解
答
棚
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

副
詞
の

一
部

形
容
動
詞
の
活
用
語
尾

格
助
詞

副
詞
の
一

部

完
了
の
助
動
詞

形
容
動
詞
の
活
用
語
尾

聞
き
書
き

ホ

暴
露
話

z
 
z
 
z
 
z
 
z
 
z
 

ヘ

甲
の
文
章
の
傍
線
部
ー
「
兼
好
に
は
、

「
合
理
」
の
世
界
を
超
え
る
宗
教
的
奇
跡
が
、
必
ず
し
も
否
定
し
が
た
い
冊
界
と
し
て
見

え
て

い
た
」
と
あ
る
が
、
兼
好
に
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
に

「見
え
て
い
た
」
の
か
、
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

―
つ
選
び
、
解
答

欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。出

家
し
て
い
た
の
で
、
た
と
え
非
合
理
的
な
話
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
仏
教
に
関
す
る
話
は
否
定
で
き
な
か
っ
た
か
ら
。

仏
道
修
行
を
通
し
て
、

人
間
世
界
で
は
非
合
理
と
さ
れ
る
事
象
も
切
り
捨
て
ら
れ
な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
。

人
間
生
活
の
実
像
を
合
理
的
に
考
え
る
た
め
に
は
、
限
り
あ
る
人
間
の
知
恵
だ
け
で
は
不
足
す
る
と
考
え
て

い
た
か
ら
。

人
間
の
知
恵
は
絶
対
で
は
な
い
の
で
、
常
識
的
な
論
理
や
道
理
で
は
捉
え
き
れ
な
い
世
界
も
あ
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
。

不
可
思
譲
な
現
象
や
物
語
も
好
き
だ
っ
た
の
で
、
宗
教
的
奇
跡
も
否
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
考
え
て
い
た
か
ら
。

人
間
の
知
恵
は
有
限
だ
と
知
っ
て
い
た
の
で
、
宗
教
的
奇
跡
を
排
除
し
た
ら
悟
り
を
ひ
ら
け
な
い
と
考
え
て
い
た
か
ら
。

「
上
大
根
ら
に
」
の

「
に
」
の
説
明
の
組
み
合
わ
せ
と
し

格
助
詞

断
定
の
助
動
詞

完
了
の
助
動
詞

完
了
の
助
動
詞

断
定
の
助
動
詞

格
助
詞

害
き
付
け

そ
の
変
化
し
た
内
容
に
つ
い
て
説
明
し
た
文
と

10― 
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問
二
十
二
乙

の
文
章
に
お
け
る
空
桐

Lい
[」

•

□
9
_
]．

L
Fこ
に
入
る
語
と
し
て

、

適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

問

二

十

三

乙

の
文
章
に
お
け
る
傍
線
部
5

「此
務
レ
農
之
本
也
」

は
、
こ

の
部
分
の
結
論
で
あ
る
が
、

切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

ヘホ ニ ハ ロイ

問
二
十
一

ヘホ ニハ ロ イ

問

二

十

甲

の
文
章
の
傍
線
部
4

「
か
つ
て
は
否
定
し
た
現
世
的
な
生
活
に
役
立
つ
有
用
性
を
率
直
に
認
め
は
じ
め
て
い
る
」
と
あ
る
が
、

な
ぜ
兼
好
は
「
認
め
は
じ
め
」
た
の
か
、
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

鋭
い
知
性
に
基
づ
い
て
時
代
状
況
を
分
析
し
、
新
し
い
時
代
が
来
る
こ
と
を
兼
好
が
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
。

そ
れ
ま
で
支
配
し
続
け
て
い
た
貴
族
的
な
考
え
方
に
対
し
て
、
仏
教
界
に
身
を
置
く
兼
好
が
批
判
的
に
な
っ
た
か
ら
。

社
会
が
大
き
く
変
わ
り
、
伝
統
的
な
貴
族
の
世
界
が
崩
れ
た
元
弘
の
乱
後
の
現
実
を
兼
好
が
実
際
に
目
に
し
た
か
ら
。

『
徒
然
草
』
を
執
筆
し
て
い
た
数
年
の
間
に
、
多
様
な
生
活
を
送
る
人
々
に
出
会
い
兼
好
が
考
え
方
を
改
め
た
か
ら
。

世
俗
的
な
実
利
を
璽
ん
じ
る
生
活
を
送
る
人
々
を
見
て
、
時
代
が
変
わ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
兼
好
が
予
見
し
た
か
ら
。

社
会
制
度
が
変
わ
り
貴
族
政
治
が
崩
壊
す
る
こ
と
と
な
っ
た
南
北
朝
の
乱
が
起
こ
る
こ
と
を
兼
好
が
予
測
し
た
か
ら
。

甲
の
文
幸
の
空
欄

一

B

一
に
入
る
文
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

す
べ

て
美
し
き
こ
と
と
な
り
に
け
り

暫
く
は
あ
た
に
な
ら
ず
と
覚
ゆ

ゆ
か
し
き
こ
と
に
な
り
た
り

さ
は
い
た
づ
ら
に
な
ら
む
や

か
く
ゆ
ゆ
し
く
な
り
ぬ
べ
し

漸
く
お
ろ
か
な
る
に
似
た
り

a
.
b
.
e
 

d
.
a
.
c
 

b
.
e
.
f
 

e
.
C
.
b
 

C
.
f
.
d
 

f
.
d
.
a
 

〔

以

下

余

白

〕

そ
う
述
べ
る
理
由
と
し
て
景
も
適

食
糧
は
人
を
支
配
す
る
天
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
国
家
に
は
常
時
一
年
分
の
蓄
え
が
そ
な
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
。

天
子
は
郊
外
で
鹿
耕
の
俄
式
を
厳
密
に
行
い
、
率
先
し
て
農
事
に
携
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
暦
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
。

農
業
の
発
展
の
た
め
に
は
、
家
畜
を
養
う
だ
け
で
な
く
、
農
民
が
自
ら
外
敵
に
向
か
う
た
め
に
武
装
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
。

鹿
業
は

一
人
が
耕
せ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
百
人
分
の
食
料
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
農
民
の
数
は
多
く
な
く
て
よ
い
か
ら

C

害
虫
や

rば
つ
の
発
生
に
よ
り
大
き
な
打
撃
を
受
け
て
も
、
畜
産
に
励
ん
で
い
れ
ば
な
ん
と
か
生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
°

華
英
な
生
活
を
抑
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
競
っ
て
愛
情
や
正
義
の
心
を
伸
ば
し
て
、
む
さ
ぽ
り
の
心
を
絶
つ
こ
と
が
で
き
る
か
ら
。

問
二
十
四

甲
・
乙
の
い
ず
れ
か
の
文
幸
の
趣
旨
と
合
致
す
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
二
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

毎
朝
大
根
を
食
べ
て

い
た
筑
紫
の
国
の
押
領
使
は
、
敵
に
襲
わ
れ
た
際
、
命
が
け
で
戦

っ
て
く
れ
た
大
根
の
精
雹
に
助
け
ら
れ
た
。

因
幡
同
の
入
道
の
娘
は
栗
し
か
食
べ
な
い
変
わ
り
者
だ

っ
た
が
、

気
だ
て
の
良
い
女
性
だ

っ
た
の
で
多
く
の
人
か
ら
求
婚
さ
れ
た
。

病
気
で
鬼
の
よ
う
に
恐
ろ
し
い
顔
に
な
っ
た
行
雅
僧
正
を
恐
れ
、
人
々
は
上
人
と
会
わ
な
い
た
め
に
部
屋
に
籠
も
っ
て
し
ま
っ
た
。

兼
好
が
現
実
世
界
を
合
理
的
に
捉
え
ら
れ
た
理
由
は
、
貴
族
の
有
職
故
実
を
体
得
し
物
事
を
論
理
的
に
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

し

っ
か
り
と
し
た
農
業
が
で
き
る
現
境
を
作
る
政
治
を
行
い
、
食
料
が
満
ち
足
り
れ
ば
、
人
は
儀
法
を
わ
き
ま
え
る
よ
う
に
な
る
。

人
間
に
と

っ
て
最
も
重
要
な
食
料
を
作
る
畏
業
を
守
れ
る
政
治
を
行
う
よ
う
、
帝
王
と
人
は
協
力
し
あ
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

農
桑

b
 

ホ 口
豊
厚

c
 剛
柔

へハ
d

寒
温

e
 賞
罰

礼
節

a
I
f
を
組
み
合
わ
せ
た
場
合
に
、
最
も
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（注意） 所定欄以外に受験番号・氏名を

記入してはならない。記人した

解答用紙は採点の対象外となる

場合がある。
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問
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四

（
 

名

（注意） 所定欄以外に受験番号・氏名を

記人してはならない。記入した

解答用紙は採点の対象外となる

場合がある。
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