
第 回❷2019年度

Level 10

検定上の注意

検定開始の合図があるまで問題を開いてはいけません。

まず、下記の注意をよく読んでください。

１．検定時間は 90 分です。

２．検定開始前に答案用紙に受検番号・氏名・生年月日を必ず記入してください。

３�．検定が始まって、印刷が見えにくかったり、ページがおかしかったりしたら、手をあげて
監督者に知らせてください。

４．問題のあいているところは自由に利用してください。

５．問題は、答案用紙と一緒に回収します。
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《
問
題
Ⅰ
》　
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

第
一
問　
後
の
問
題
文
に
は
⑴
～
⑷
の
よ
う
な
論
理
的
に
誤
っ
た
箇
所
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
⑴
～
⑷
に
該
当
す
る
誤
っ
た
箇
所
の
行
数

を
答
え
、
間
違
い
を
抜
き
出
し
、
正
し
い
形
に
直
し
な
さ
い
。

⑴　
指
示
語
の
使
い
方
が
間
違
っ
て
い
る
。

⑵　
助
詞
・
助
動
詞
の
使
い
方
が
間
違
っ
て
い
る
。

⑶　
接
続
語
が
間
違
っ
て
い
る
。

⑷　
読
点
の
打
ち
方
が
間
違
っ
て
い
る
。

第
二
問　
問
題
文
を
四
つ
の
段
落
に
分
け
て
、
第
二
、
三
、
四
段
落
の
最
初
の
七
字
（
句
読
点
・
記
号
等
を
含
む
）
を
抜
き
出
し
な
さ
い
。

【
問
題
文
】

　

人
間
の
脳
は
右
脳
と
左
脳
の
二
つ
に
分
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
機
能
が
ち
が
い
ま
す
。
右
脳
は
図
形
や
空
間
を
認
識
す
る
役
割
、
頭
の

中
で
想
像
す
る
役
割
、
直
感
や
ひ
ら
め
き
を
も
た
ら
す
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
絵
を
描
い
た
り
楽
器
を
演
奏
し
た
り
す
る
の
も
右
脳
の
働

き
で
す
。
こ
れ
に
対
し
左
脳
は
、
言
葉
の
認
識
や
数
の
計
算
な
ど
、
言
語
を
用
い
た
思
考
を
受
け
持
っ
て
い
ま
す
。
数
字
や
日
本
語
な
ど
を

用
い
て
も
の
を
考
え
る
と
き
、
人
は
左
脳
を
使
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
を
受
け
て
、
ひ
ら
め
き
型
で
感
性
に
優
れ
た
芸
術
家
タ
イ
プ
の
人
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間
を
「
右
脳
型
人
間
」、
論
理
的
で
分
析
力
に
優
れ
た
理
知
的
な
人
間
を
「
左
脳
型
人
間
」
と
分
類
す
る
人
が
い
ま
す
。
し
か
し
実
際
は
、

人
間
を
そ
の
よ
う
に
分
類
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
最
近
の
研
究
で
は
、
右
脳
型
人
間
と
左
脳
型
人
間
と
い
う
分
類
は
神
話
に
過
ぎ
ず
、

ど
ん
な
人
で
も
右
脳
と
左
脳
を
両
方
使
っ
て
思
考
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
数
学
者
は
数
式
を
書
い
た
り
論
文
を
読
ん
だ
り

す
る
際
は
左
脳
を
使
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
新
た
な
理
論
を
編
み
出
そ
う
と
想
像
す
る
と
き
、
右
脳
を
使
っ
て
い
ま
す
。
優
れ

た
芸
術
家
や
音
楽
家
も
、
た
だ
右
脳
の
直
感
力
だ
け
に
頼
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
画
家
は
遠
近
法
や
投
影
法
の
よ
う
な
理
論
化

さ
れ
た
技
法
に
従
っ
て
線
を
引
き
ま
す
し
、
作
曲
家
は
規
則
に
従
っ
て
音
を
並
べ
調
和
の
と
れ
た
曲
を
生
み
出
し
ま
す
。
Ａ
Ⅰ
が
普
及
し
て

い
る
時
代
で
は
、
簡
単
に
想
像
で
き
る
こ
と
な
ら
す
べ
て
Ａ
Ⅰ
が
実
現
し
て
く
れ
ま
す
。
記
憶
と
計
算
は
す
で
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
も
の
で

あ
り
、
人
間
の
仕
事
で
は
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
今
後
人
間
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
い
ま
だ
か
つ
て
誰
も
想
像
し
え
な
か
っ
た
も

の
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
鋭
い
感
性
や
豊
か
な
想
像
力
が
必
要
な
の
で
す
。
現
実
に
な
い
も
の
を
イ
メ
ー
ジ
す
る

に
は
、
感
性
を
つ
か
さ
ど
る
右
脳
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
す
れ
ば
よ
い
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
あ
れ
以
上
に
有
効
な
の
は
言
語
に
よ
る
イ
メ

ー
ジ
喚
起
で
す
。
言
語
に
は
、
過
去
や
未
来
の
こ
と
だ
け
で
な
く
、
現
実
に
存
在
し
な
い
も
の
ま
で
あ
り
あ
り
と
脳
裏
に
浮
か
び
上
が
ら
せ

る
力
が
あ
り
ま
す
。
実
は
言
語
と
感
性
は
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
ま
す
。
言
語
の
扱
い
が
雑
に
な
る
と
、
感
性
も
に
ぶ
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
最
近
は
何
で
も
「
ヤ
バ
い
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
す
る
人
が
増
え
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ほ
ど
不
思
議
な
言
葉
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と

え
ば
、
映
画
を
観
て
感
動
し
た
と
き
も
、「
あ
れ
は
ヤ
バ
い
ね
」。
相
手
を
見
下
し
た
と
き
も
、「
あ
の
人
は
ヤ
バ
い
わ
」。
い
い
こ
と
も
悪
い

こ
と
も
す
べ
て
「
ヤ
バ
い
」
の
一
言
で
片
付
け
て
し
ま
う
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
「
ヤ
バ
い
」
と
い
う
言
葉
を
す
べ
て
を
処
理
し
て
い
る
人

は
、
表
現
の
仕
方
、
あ
る
い
は
世
界
の
捉
え
方
も
単
純
に
な
り
、
い
つ
の
ま
に
か
そ
の
人
の
思
考
や
感
性
が
単
純
化
さ
れ
て
し
ま
う
の
で

す
。
逆
に
、
言
葉
が
豊
か
に
な
る
こ
と
で
、
そ
の
人
の
感
性
が
磨
か
れ
る
例
も
あ
り
ま
す
。
私
が
子
ど
も
の
頃
、
私
の
手
に
は
十
二
色
の
ク
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レ
パ
ス
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
だ
か
ら
、
私
の
世
界
は
十
二
色
で
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
し
か
し
色
の
名
前
を
覚
え
て
色
を
細
か

く
言
い
表
せ
る
よ
う
に
な
る
と
、
私
の
世
界
は
以
前
よ
り
色
鮮
や
か
に
な
り
ま
し
た
。
古
文
の
学
習
を
通
し
て
萌も
え

葱ぎ

色い
ろ

や
浅あ
さ

葱ぎ

色い
ろ

な
ど
古
い

色
の
名
前
を
学
ぶ
と
、
色
に
対
す
る
私
の
認
識
は
さ
ら
に
精
妙
な
も
の
へ
と
再
構
成
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
人
は
日
本
語
に
よ

っ
て
そ
の
感
性
を
、
磨
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
ま
た
、
頭
の
中
で
イ
メ
ー
ジ
を
構
成
す
る
と
き
だ
け
で
は
な
く
、
イ
メ
ー
ジ
を
実
現
す

る
と
き
に
も
言
語
の
力
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
Ａ
Ⅰ
に
よ
っ
て
想
像
上
の
イ
メ
ー
ジ
を
実
現
す
る
に
は
、
Ａ
Ⅰ
を
駆
使
す
る
力
が
必
要
に
な
り

ま
す
。
そ
の
際
に
大
切
な
の
は
、
論
理
的
な
言
語
の
使
い
方
で
す
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
は
感
性
は
一
切
通
用
し
な
い
た
め
、
自
分
の
イ
メ
ー

ジ
を
Ａ
Ⅰ
に
伝
え
る
に
は
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
言
語
で
論
理
的
に
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
新
し
い
時
代
で
創
造
的
な
人
間
に

な
る
た
め
に
、
今
こ
そ
言
語
の
論
理
的
な
使
い
方
を
習
得
す
る
べ
き
な
の
で
す
。
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《
問
題
Ⅱ
》　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

信
子
は
女
子
大
学
に
い
た
時
か
ら
、
才
媛
の
名
声
を
担
っ
て
い
た
。
彼
女
が
早
晩
作
家
と
し
て
文
壇
に
打
っ
て
出
る
事
は
、
ほ
と
ん
ど
誰

も
疑
は
な
か
っ
た
。
中
に
は
彼
女
が
在
学
中
、
既
に
三
百
何
枚
か
の
自
叙
伝
体
小
説
を
書
き
上
げ
た
な
ど
と
吹
聴
し
て
歩
く
も
の
も
あ
っ

た
。
が
、
学
校
を
卒
業
し
て
見
る
と
、
ま
だ
女
学
校
も
出
て
い
な
い
妹
の
照
子
と
彼
女
と
を
抱
え
て
、
後
家
を
立
て
通
し
て
来
た
母
の
手
前

も
、
そ
う
は
我わ
が

儘ま
ま

を
云い

わ
れ
な
い
、
複
雑
な
事
情
も
な
い
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
彼
女
は
創
作
を
始
め
る
前
に
、
ま
ず
世
間
の
習
慣
通

り
、
縁
談
か
ら
き
め
て
か
か
る
べ
く
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

　

彼
女
に
は
俊
吉
と
云
う
従
兄
が
あ
っ
た
。
彼
は
当
時
ま
だ
大
学
の
文
科
に
籍
を
置
い
て
い
た
が
、
や
は
り
将
来
は
作
家
仲
間
に
身
を
投
ず

る
意
志
が
あ
る
ら
し
か
っ
た
。
信
子
は
こ
の
従
兄
の
大
学
生
と
、
昔
か
ら
親
し
く
往
来
し
て
い
た
。（　
　

A　
　

）
唯
、
彼
は
信
子
と
違

っ
て
、
当
世
流
行
の
ト
ル
ス
ト
イ
ズ
ム
な
ど
に
は
一
向
敬
意
を
表
さ
な
か
っ
た
。
そ
う
し
て
始
終
フ
ラ
ン
ス
仕
込
み
の
皮
肉
や
警
句
ば
か
り

並
べ
て
い
た
。
こ
う
云
う
俊
吉
の
（　

⑴　
）
的
な
態
度
は
、
時
々
万
事
真
面
目
な
信
子
を
怒
ら
せ
て
し
ま
う
事
が
あ
っ
た
。
が
、
彼
女
は

怒
り
な
が
ら
も
俊
吉
の
皮
肉
や
警
句
の
中
に
、
何
か
軽
蔑
出
来
な
い
も
の
を
感
じ
な
い
訳
に
は
行
か
な
か
っ
た
。

　
（　
　

B　
　

）
も
つ
と
も
大
抵
そ
ん
な
時
に
は
、
妹
の
照
子
も
い
っ
し
ょ
で
あ
っ
た
。
彼
等
三
人
は
行
き
も
返
り
も
、
気
兼
ね
な
く
笑

っ
た
り
話
し
た
り
し
た
。
が
、
妹
の
照
子
だ
け
は
、
時
々
話
の
圏
外
へ
置
き
ざ
り
に
さ
れ
る
事
も
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
照
子
は
子
供
ら
し

く
、
飾
窓
の
中
の
パ
ラ
ソ
ル
や
絹
の
シ
ヨ
オ
ル
を
覗の
ぞ

き
歩
い
て
、
格
別
（　

⑵　
）
さ
れ
た
事
を
不
平
に
思
っ
て
も
い
な
い
ら
し
か
っ
た
。

信
子
は
し
か
し
そ
れ
に
気
が
つ
く
と
、
必
ず
話
頭
を
転
換
し
て
、
す
ぐ
に
又
元
の
通
り
妹
に
も
口
を
き
か
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
の
癖
ま
ず
照

子
を
忘
れ
る
も
の
は
、
い
つ
も
信
子
自
身
で
あ
っ
た
。
俊
吉
は
す
べ
て
に
無
（　

⑶　
）
な
の
か
、
あ
い
か
わ
ら
ず
気
の
利
い
た
冗
談
ば
か
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り
投
げ
つ
け
な
が
ら
、
目
ま
ぐ
る
し
い
往
来
の
人
通
り
の
中
を
、
大
股
に
ゆ
っ
く
り
歩
い
て
行
っ
た
。
…
…

　

信
子
と
従
兄
と
の
間
が
ら
は
、
勿も
ち

論ろ
ん

誰
の
眼
に
見
て
も
、
来
る
べ
き
彼
等
の
結
婚
を
予
想
さ
せ
る
の
に
十
分
で
あ
っ
た
。
同
窓
た
ち
は
彼

女
の
未
来
を
て
ん
で
に
羨
ん
だ
り
妬
ん
だ
り
し
た
。
殊
に
俊
吉
を
知
ら
な
い
も
の
は
、（
滑
稽
と
云
う
よ
り
外
は
な
い
が
、）
一
層
こ
れ
が
甚

し
か
っ
た
。
信
子
も
亦ま
た

一
方
で
は
彼
等
の
推
測
を
打
ち
消
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
そ
の
確
な
事
を
そ
れ
と
な
く
故
意
に
仄ほ
の
め

か
せ
た
り
し
た
。

そ
ん
な
事
が
何
度
か
繰
返
さ
れ
る
内
に
、
だ
ん
だ
ん
秋
が
深
く
な
つ
て
来
た
。
従
っ
て
同
窓
た
ち
の
頭
の
中
に
は
、
彼
等
が
学
校
を
出
る
ま

で
の
間
に
、
何
時
か
彼
女
と
俊
吉
と
の
姿
が
、
あ
た
か
も
新
婦
新
郎
の
写
真
の
如
く
、
い
っ
し
ょ
に
は
っ
き
り
焼
き
つ
け
ら
れ
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
学
校
を
卒
業
す
る
と
、
信
子
は
彼
等
の
予
期
に
反
し
て
、
大
阪
の
或あ
る

商
事
会
社
へ
近
頃
勤
務
す
る
事
に
な
っ
た
、
高
商
出
身
の

青
年
と
、
突
然
結
婚
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
し
て
式
後
二
三
日
し
て
か
ら
、
新
夫
と
い
っ
し
ょ
に
勤
め
先
き
の
大
阪
へ
向
け
て
立
っ
て
し
ま

っ
た
。
そ
の
時
中
央
停
車
場
へ
見
送
り
に
行
っ
た
も
の
の
話
に
よ
る
と
、
信
子
は
何
時
も
と
変
り
な
く
、
晴
れ
晴
れ
し
た
微
笑
を
浮
べ
な
が

ら
、
と
も
す
れ
ば
涙
を
落
し
勝
ち
な
妹
の
照
子
を
い
ろ
い
ろ
と
慰
め
て
い
た
と
云
う
事
で
あ
っ
た
。

　

同
窓
た
ち
は
皆
不
思
議
が
っ
た
。
そ
の
不
思
議
が
る
心
の
中
に
は
、
妙
に
嬉う
れ

し
い
感
情
と
、
前
と
は
全
然
違
っ
た
意
味
で
妬
ま
し
い
感
情

と
が
交
っ
て
い
た
。（　
　

C　
　

）
又
或
も
の
は
彼
女
を
疑
っ
て
、
心
が
わ
り
が
し
た
と
も
云
い
ふ
ら
し
た
。
彼
女
は
な
ぜ
俊
吉
と
結
婚

し
な
か
っ
た
か
？　

彼
等
は
そ
の
後
暫
く
の
間
、
よ
る
と
さ
わ
る
と
重
大
ら
し
く
、
必
ず
こ
の
疑
問
を
話
題
に
し
た
。
そ
う
し
て
彼
是
二
月

ば
か
り
経
つ
と

―
全
く
信
子
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
勿
論
彼
女
が
書
く
筈は
ず

だ
っ
た
長ち
ょ
う

篇へ
ん

小
説
の
噂う
わ
さ

な
ぞ
も
。

　

信
子
は
そ
の
間
に
大
阪
の
郊
外
へ
、
幸
福
な
る
べ
き
新
家
庭
を
つ
く
っ
た
。
彼
等
の
家
は
そ
の
界か
い

隈わ
い

で
も
最
も
（　

⑷　
）
な
松
林
に
あ

っ
た
。
松
脂
の
匂
と
日
の
光
と
、

―
そ
れ
が
何
時
で
も
夫
の
留
守
は
、
二
階
建
の
新
し
い
借
家
の
中
に
、
活
き
活
き
し
た
沈
黙
を
領
し
て

い
た
。
信
子
は
そ
う
云
う
寂
し
い
午
後
、
時
々
理
由
も
な
く
気
が
沈
む
と
、
き
っ
と
針
箱
の
引
出
し
を
開
け
て
は
、
そ
の
底
に
畳
ん
で
し
ま
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っ
て
あ
る
桃
色
の
書
簡
箋
を
ひ
ろ
げ
て
見
た
、
書
簡
箋
の
上
に
は
こ
ん
な
事
が
、
細
々
と
ペ
ン
で
書
い
て
あ
っ
た
。

 

「

―
も
う
今
日
か
ぎ
り
御
姉
様
と
御
い
っ
し
ょ
に
い
る
事
が
出
来
な
い
と
思
う
と
、
こ
れ
を
書
い
て
い
る
間
で
さ
え
、
止
め
度
な
く
涙
が

溢あ
ふ

れ
て
来
ま
す
。
御
姉
様
。
ど
う
か
、
ど
う
か
私
を
御
赦
し
下
さ
い
。
照
子
は
勿も
っ

体た
い

な
い
御
姉
様
の
犠
牲
の
前
に
、
何
と
申
し
上
げ
て
好
い

か
も
わ
か
ら
ず
に
居
り
ま
す
。

 

「（　
　

Ｄ　
　

）
そ
う
で
は
な
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
も
、
私
に
は
よ
く
わ
か
っ
て
居
り
ま
す
。
何
時
ぞ
や
御
い
っ
し
ょ
に
帝
劇
を
見
物
し

た
晩
、
御
姉
様
は
私
に
俊
さ
ん
は
好
き
か
と
御
き
き
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
又
好
き
な
ら
ば
、
御
姉
様
が
き
っ
と
骨
を
折
る
か
ら
、
俊

さ
ん
の
所
へ
行
け
と
も
仰
有
い
ま
し
た
。
あ
の
時
も
う
御
姉
様
は
、
私
が
俊
さ
ん
に
差
上
げ
る
筈
の
手
紙
を
読
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
あ
の
手
紙
が
な
く
な
っ
た
時
、
ほ
ん
と
う
に
私
は
御
姉
様
を
御
恨
め
し
く
思
い
ま
し
た
。（
御
免
遊
ば
せ
。
こ
の
事
だ
け
で
も
私

は
ど
の
位
申
し
訳
が
な
い
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。）
で
す
か
ら
そ
の
晩
も
私
に
は
、
御
姉
様
の
親
切
な
御
言
葉
も
、
皮
肉
の
よ
う
な
気
さ
え
致

し
ま
し
た
。
私
が
怒
っ
て
御
返
事
ら
し
い
御
返
事
も
ろ
く
に
致
さ
な
か
っ
た
事
は
、
も
ち
ろ
ん
御
忘
れ
に
な
り
も
な
さ
り
ま
す
ま
い
。
け
れ

ど
も
あ
れ
か
ら
二
三
日
経
っ
て
、
御
姉
様
の
御
縁
談
が
急
に
き
ま
っ
て
し
ま
っ
た
時
、
私
は
そ
れ
こ
そ
死
ん
で
で
も
、
御お

詫わ

び
を
し
よ
う
か

と
思
い
ま
し
た
。（　
　

E　
　

）（
御
隠
し
に
な
っ
て
は
い
や
。
私
は
よ
く
存
じ
て
居
り
ま
し
て
よ
。）
私
の
事
さ
え
御
か
ま
い
に
な
ら
な

け
れ
ば
、
き
っ
と
御
自
分
が
俊
さ
ん
の
所
へ
い
ら
し
た
の
に
違
い
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
御
姉
様
は
私
に
、
俊
さ
ん
な
ぞ
は
思
っ
て
い

な
い
と
、
何
度
も
繰
返
し
て
仰
有
い
ま
し
た
。
そ
う
し
て
と
う
と
う
心
に
も
な
い
御
結
婚
を
な
す
っ
て
御
し
ま
い
に
な
り
ま
し
た
。
私
の
大

事
な
御
姉
様
。
私
が
今
日
鶏
を
抱
い
て
来
て
、
大
阪
へ
い
ら
っ
し
ゃ
る
御
姉
様
に
、
御
挨
拶
を
な
さ
い
と
申
し
た
事
を
ま
だ
覚
え
て
い
ら
し

っ
て
？　

私
は
飼
っ
て
い
る
鶏
に
も
、
私
と
い
っ
し
ょ
に
御
姉
様
へ
御
詫
び
を
申
し
て
貰も
ら

い
た
か
っ
た
の
。
そ
う
し
た
ら
、
何
に
も
御
存
知

な
い
御
母
様
ま
で
御
泣
き
に
な
り
ま
し
た
の
ね
。
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「
御
姉
様
。
も
う
明
日
は
大
阪
へ
い
ら
し
っ
て
御
し
ま
い
な
さ
る
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
ど
う
か
何
時
ま
で
も
、
御
姉
様
の
照
子
を
見
捨
て

ず
に
頂
戴
、
照
子
は
毎
朝
鶏
に
餌
を
や
り
な
が
ら
、
御
姉
様
の
事
を
思
い
出
し
て
、
誰
に
も
知
れ
ず
泣
い
て
い
ま
す
。
…
…
」

　

信
子
は
こ
の
少
女
ら
し
い
手
紙
を
読
む
毎
に
、
必
ず
涙
が
滲に
じ

ん
で
来
た
。
殊
に
中
央
停
車
場
か
ら
汽
車
に
乗
ろ
う
と
す
る
間
際
、
そ
っ
と

こ
の
手
紙
を
彼
女
に
渡
し
た
照
子
の
姿
を
思
い
出
す
と
、
何
と
も
云
わ
れ
ず
に
い
じ
ら
し
か
っ
た
。
が
、
彼
女
の
結
婚
は
果
し
て
妹
の
想
像

通
り
、
全
然
犠
牲
的
な
そ
れ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
疑
い
を
挾
む
事
は
、
涙
の
後
の
彼
女
の
心
へ
、
重
苦
し
い
気
持
ち
を
拡
げ
勝
ち
で
あ
っ

た
。
信
子
は
こ
の
重
苦
し
さ
を
避
け
る
為
に
、
大
抵
は
じ
っ
と
快
い
（　

⑸　
）
の
中
に
浸
っ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
に
外
の
松
林
へ
一
面
に

当
っ
た
日
の
光
が
、
だ
ん
だ
ん
黄
ば
ん
だ
暮
方
の
色
に
変
っ
て
行
く
の
を
眺
め
な
が
ら
。

�

芥
川 

龍
之
介
「
秋
」　

第
一
問　
次
の
文
章
を
元
の
場
所
に
戻
し
て
、
そ
の
直
後
の
五
字
を
抜
き
出
し
な
さ
い
。

が
、
そ
れ
ら
の
解
釈
が
結
局
想
像
に
過
ぎ
な
い
事
は
、
彼
等
自
身
さ
え
知
ら
な
い
訳
で
は
な
か
っ
た
。

第
二
問　
（　

⑴　
）
～
（　

⑸　
）
に
入
る
言
葉
を
、
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　
頓
着　
　

イ　
閑
静　
　

ウ　
冷
笑　
　

エ　
感
傷　
　

オ　
閑
却　
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第
三
問　
（　

A　
）
～
（　

E　
）
に
入
る
文
を
、
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　
だ
か
ら
彼
女
は
在
学
中
も
、
彼
と
い
っ
し
ょ
に
展
覧
会
や
音
楽
会
へ
行
く
事
が
稀ま
れ

で
は
な
か
っ
た
。

イ　
或あ
る

者
は
彼
女
を
信
頼
し
て
、
す
べ
て
を
母
親
の
意
志
に
帰
し
た
。

ウ　
御
姉
様
も
俊
さ
ん
が
御
好
き
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
も
の
。

エ　
御
姉
様
は
私
の
為
に
、
今
度
の
御
縁
談
を
御
き
め
に
な
り
ま
し
た
。

オ　
そ
れ
が
互
に
文
学
と
云い

う
共
通
の
話
題
が
出
来
て
か
ら
は
、
い
よ
い
よ
親
し
み
が
増
し
た
よ
う
で
あ
っ
た
。

第
四
問　
問
題
文
中
に
余
分
な
一
文
が
一
箇
所
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
文
の
初
め
の
五
字
（
句
読
点
・
記
号
等
を
含
む
）
を
抜
き
出
し
な
さ

い
。

第
五
問　

―
線
部
「
彼
女
の
結
婚
は
果
し
て
妹
の
想
像
通
り
、
全
然
犠
牲
的
な
そ
れ
で
あ
ろ
う
か
。」
と
あ
り
ま
す
が
、
妹
の
想
像
し
た

犠
牲
と
は
何
か
、
具
体
的
に
五
十
字
以
内
（
句
読
点
・
記
号
等
を
含
む
）
で
説
明
し
な
さ
い
。
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《
問
題
Ⅲ
》
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

第
一
問　
次
の
言
葉
を
並
べ
か
え
て
、
一
文
を
作
り
な
さ
い
。

⑴　
察
す
る　
　

中
で　
　

い
る　
　

日
本
人
は　
　

文
化
の　
　

育
っ
て　
　

。

⑵　
な
す
に
は
、　　

冷
静
に　
　

心
理
状
態
を　
　

事
を　
　

自
分
の　
　

観
察
せ
よ　
　

。

第
二
問　
次
の
言
葉
を
並
べ
か
え
て
、
一
文
を
作
り
な
さ
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
に
は
、
不
要
な
言
葉
が
二
つ
ず
つ
あ
り
ま
す
。

⑴　
通
し
た　
　

し
な
さ
い　
　

決
し
て　
　

あ
な
た
は　
　

筋
を　
　

生
き
方
を　
　

正
し
い　
　

。　　

⑵　
の　
　

に　
　

が　
　

価
値　
　

は　
　

で
は　
　

決
め
る　
　

人
間　
　

も
の　
　

あ
る　
　

な
い　
　

他
人　
　

。

第
三
問　
次
の
言
葉
を
並
べ
か
え
て
、
一
文
を
作
り
な
さ
い
。

⑴　
の　
　

堪　
　

る　
　

満　
　

す　
　

空　
　

能　
　

天　
　

星　
　

を　
　

。

⑵　
曖　
　

は　
　

態　
　

だ　
　

糊　
　

頭　
　

昧　
　

彼　
　

模　
　

状　
　

の　
　

な　
　

。
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第
四
問　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、（　
　

）
に
当
て
は
ま
る
二
字
の
漢
字
を
答
え
な
さ
い
。

　

ど
ん
な
危
機
が
訪
れ
よ
う
と
、
決
し
て
希
望
を
失
っ
て
は
い
け
な
い
。
生
命
が
あ
る
限
り
、
希
望
を
失
っ
て
は
い
け
な
い
。
永
遠
に
続

く
災
い
な
ど
、
こ
の
世
に
は
一
つ
も
な
い
の
だ
。
梅
雨
空
の
闇
夜
で
あ
っ
て
も
、（　
　

）
は
や
が
て
雲
間
か
ら
漏
れ
て
く
る
。

第
五
問　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、（　
　

）
に
当
て
は
ま
る
二
字
の
言
葉
を
、
後
の
漢
字
を
組
み
合
わ
せ
て
答
え
な
さ
い
。

　

自
分
の
健
康
、
家
庭
の
内
情
、
職
業
の
現
状
な
ど
、
自
分
一
身
の
こ
と
ば
か
り
話
題
に
す
る
人
が
い
る
。
例
え
話
や
実
例
を
出
す
と
き

も
、
決
ま
っ
て
自
分
の
職
業
や
専
門
分
野
な
ど
か
ら
種
を
出
し
て
く
る
。
何
と
も
し
ま
り
の
な
い
話
で
あ
る
。

　

人
は
あ
な
た
の
個
人
的
な
こ
と
な
ど
、
あ
な
た
が
思
っ
て
い
る
ほ
ど
興
味
が
な
い
の
だ
。

　
（　
　

）
を
話
題
に
し
て
い
い
の
は
、
親
友
と
の
間
だ
け
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
話
題
や
そ
れ
へ
の
関
心
が
彼
我
に
共
通
だ
と
い
う

場
合
に
限
る
の
だ
。

　
　

公　
　

話　
　

供　
　

友　
　

事　
　

彼　
　

題　
　

世　
　

私　
　

間
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《
問
題
Ⅳ
》　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

①　
推
古
天
皇
の
御
代
、
上じ
ょ
う

宮ぐ
う

太た
い

子し

が
摂
政
と
し
て
世
を
治
め
て
お
ら
れ
た
飛
鳥
の
頃
は
、
私
に
と
っ
て
最
も
懐
し
い
歴
史
の
思
い
出
で
あ

る
。
私
は
は
じ
め
史
書
に
よ
っ
て
こ
の
時
代
を
学
ん
だ
の
で
は
な
か
っ
た
。
大
和
へ
の
旅
、
わ
け
て
も
法
隆
寺
か
ら
夢
殿
、
中
宮
寺
界か
い

隈わ
い

へ

か
け
て
の
斑い
か

鳩る
が

の
里
の
遍
歴
が
、
い
つ
し
か
私
の
心
に
飛
鳥
び
と
へ
の
（　

⒜　
）
を
よ
び
起
し
た
の
で
あ
る
。
海
岸
を
思
わ
せ
る
白
砂
と

青
松
、
そ
の
あ
い
だ
を
明
瞭
に
区
ぎ
っ
て
い
る
法
隆
寺
の
土
塀
、
こ
の
整
然
た
る
秩
序
を
保
っ
た
風
光
の
裡う
ち

に
、
千
三
百
年
の
い
に
し
え
、

新
し
い
（　

⒝　
）
を
め
ぐ
っ
て
ど
の
よ
う
な
昏こ
ん

迷め
い

と
苦
悩
と
、
ま
た
法
悦
が
飛
鳥
び
と
を
と
ら
え
た
か
。
私
は
法
隆
寺
の
百く
だ
ら済

観
音
や
中

宮
寺
の
思し

惟ゆ
い

の
菩ぼ

薩さ
つ

に
、
幾
た
び
か
そ
の
面
影
を
さ
ぐ
っ
て
み
た
。
頬
に
軽
く
指
先
を
ふ
れ
た
柔
軟
な
思
惟
像
に
彼
ら
の
瞑め
い

想そ
う

の
深
さ
を
偲し
の

び
、
或あ
る

い
は
百
済
観
音
の
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
清
純
な
姿
に
法
悦
の
高
い
調
べ
を
思
っ
た
り
し
た
。
こ
れ
ら
み
仏
そ
の
ま
ま
の
風
貌
で
、
飛
鳥

び
と
は
こ
の
辺
を
逍し
ょ
う

遥よ
う

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
永
遠
の
安
ら
い
が
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
は
じ
め
て
法
隆
寺
を
訪
れ
た
頃

は
、
私
は
こ
う
し
た
思
い
で
心
が
一
杯
に
な
り
、
夢
中
で
斑
鳩
の
址あ
と

を
め
ぐ
っ
て
歩
い
た
。
私
の
心
に
も
漸
く
新
生
の
曙
あ
け
ぼ
の

が
訪
れ
そ
め
た

頃
で
あ
っ
た
。

②　
（　

⑴　
）
み
仏
が
次
第
に
私
を
導
い
て
行
っ
た
と
こ
ろ
は
、
必
ず
し
も
平
穏
な
天
国
で
は
な
か
っ
た
。
春
風
駘た
い

蕩と
う

た
る
時
代
で
も
な

か
っ
た
。
仏
像
の
美
に
ひ
か
れ
る
ま
ま
に
経
文
を
読
み
、
ま
た
日
本
書
紀
や
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
に
接
す
る
に
お
よ
ん
で
、
私
の
眼
は
は
じ

め
て
飛
鳥
の
地
獄
に
ひ
ら
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
日
本
書
紀
を
読
ん
だ
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
よ
ろ
こ
び
で
あ
る
と
と

も
に
非
常
な
驚
き
で
も
あ
っ
た
。
対
外
的
の
こ
と
は
暫
く
措
く
と
し
て
も
、
国
内
的
に
み
れ
ば
欽き
ん

明め
い

朝
よ
り
推
古
朝
に
い
た
る
お
よ
そ
五
十

年
の
あ
い
だ
は
、
眼
を
蔽お
お

わ
し
む
る
凄せ
い

惨さ
ん

な
戦
い
の
日
々
で
あ
る
。
蘇そ

我が

・
物も
の

部の
べ

両
族
の
争
い
に
と
ど
ま
ら
ず
、
穴あ
な

穂ほ

部べ
の

皇お
う

子じ

や
宅や
か

部べ
の

皇お
う

子じ
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の
悲
し
む
べ
き
最
期
が
あ
り
、
物
部
氏
の
滅
亡
に
つ
い
で
、
遂
に
は
崇す

峻し
ゅ
ん

天
皇
に
対
す
る
馬う
ま

子こ

等
の
大
逆
す
ら
起
っ
て
い
る
。（　

⑵　
）

こ
れ
ら
の
争
闘
は
悉
こ
と
ご
と

く
親
し
い
骨
肉
の
あ
い
だ
に
起
っ
た
悲
劇
で
あ
っ
た
。
上
宮
太
子
が
御
幼
少
の
頃
よ
り
眼
の
あ
た
り
見
ら
れ
た
こ
と

は
、
す
べ
て
同
族
の
嫉
視
や
陰
謀
、
血
で
血
を
洗
う
が
ご
と
き
凄せ
い

愴そ
う

な
戦
い
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
日
と
し
て
安
ら
か
な
日
は
な
か
っ
た
と

云い

っ
て
い
い
。

③　
仏
法
は
い
ま
だ
漸
く
現
世
（　

⒞　
）
か
乃な
い

至し

は
迷
信
の
域
を
脱
し
な
い
。
さ
も
な
く
ば
政
略
の
具
で
な
か
っ
た
。
諸
家
の
仏
堂
は
徒

に
血
族
の
屍
し
か
ば
ね

の
上
に
建
立
さ
れ
た
か
に
み
え
る
。
書
紀
に
し
る
さ
れ
た
全
般
を
い
ま
こ
こ
に
詳
述
は
出
来
な
い
が
、
現
今
の
斑
鳩
の
里
が

も
た
ら
す
和
か
な
風
光
か
ら
は
想
像
も
及
ば
ぬ
。
諸
々
の
み
仏
の
大
ら
か
に
美
し
い
の
が
不
思
議
な
ほ
ど
で
あ
る
。
百
済
観
音
の
虚
空
に
消

え
行
く
ご
と
き
絶
妙
の
姿
も
、
思
惟
の
像
に
み
ら
る
る
微
笑
も
、
か
の
苦
悩
の
日
の
ひ
そ
か
な
憧
れ
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
凄
惨
な
生
の

呻し
ん

吟ぎ
ん

か
ら
、
飛
鳥
び
と
の
心
魂
を
こ
め
て
祈
っ
た
、
祈
り
の
あ
ら
わ
れ
で
も
あ
っ
た
ろ
う
か
。

④　
そ
れ
に
つ
け
て
も
か
か
る
時
代
に
成
長
さ
れ
、
難
局
に
処
せ
ら
れ
た
上
宮
太
子
の
憂
苦
と
は
い
か
ば
か
り
の
も
の
で
あ
っ
た
か
。
書
紀

を
と
お
し
て
私
は
ま
ず
そ
の
こ
と
を
思
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
大
陸
文
明
の
伝
来
に
当
っ
て
、
こ
れ
を
厳
正
に
摂
取
さ
れ
た
の
は
む
ろ
ん

大
事
に
相
違
な
い
が
、
そ
う
い
う
外
的
状
勢
乃
至
文
化
論
か
ら
の
み
太
子
を
論
じ
る
こ
と
に
私
は
同
じ
難
い
。
最
も
親
し
き
人
々
の
流
血
の

惨
事

―
こ
の
大
悲
痛
か
ら
の
脱
却
を
身
命
を
賭
し
て
祈
念
さ
れ
た
勁つ
よ

い
信
念
、
何
よ
り
も
ま
ず
私
は
そ
こ
へ
参
入
し
た
い
と
願
う
の
で
あ

る
。
こ
れ
が
書
紀
を
読
ん
だ
後
の
私
の
感
銘
で
あ
っ
た
。

⑤　
夢
殿
の
地
は
太
子
の
御お

邸や
し
き

だ
っ
た
斑
鳩
宮
の
址
と
い
わ
れ
る
。
太
子
薨こ
う

去き
ょ

の
後
、
御
遺
族
は
悉
く
蘇そ

我が
の

入い
る

鹿か

の
た
め
滅
ぼ
さ
れ
、
斑
鳩

宮
も
む
ろ
ん
（　

⒟　
）
に
帰
し
た
の
で
あ
る
が
、
お
よ
そ
百
年
後
の
奈
良
朝
に
い
た
っ
て
再
建
さ
れ
た
夢
殿
が
、
幾
た
び
か
の
補
修
を
経

て
現
在
に
伝
わ
っ
た
の
だ
と
い
う
。
も
と
は
斑
鳩
宮
寝
殿
の
近
く
、
隔
絶
さ
れ
た
太
子
内
観
の
道
場
で
あ
り
、
こ
こ
に
こ
も
っ
て
深
思
さ
れ
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た
と
伝
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
太
子
の
御み

霊た
ま

は
、
い
ま
な
お
憩
う
こ
と
な
く
在い
ま

す
で
あ
ろ
う
。
夢
殿
に
佇た
た
ず

む
救く

世せ

観
音
の
金
色
の
光

り
は
、
太
子
の
息
吹
を
継
ぎ
宿
し
て
い
る
か
に
み
え
る
。
百
済
観
音
の
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
鷹お
う

揚よ
う

の
調
べ
と
も
、
ま
た
中
宮
寺
思
惟
像
の
幽
遠

の
微
笑
と
も
異
な
り
、（　

⑶　
）
野
性
を
さ
え
思
わ
し
む
る
不
思
議
な
生
気
に
み
ち
た
像
で
あ
る
。
慈
悲
よ
り
は
憤
怒
を
、
諦
念
よ
り
は

荒
々
し
い
捨
身
を
唆
す
ご
と
く
佇ち
ょ

立り
つ

し
て
い
る
。
太
子
は
か
の
未
曾
有
の
日
に
、
外
来
の
危
機
を
憂
い
、
ま
た
血
族
の
煩
悩
や
争
闘
に
ま
み

れ
行
く
姿
を
御
覧
に
な
っ
て
捨
身
を
念
じ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
い
う
無
限
の
思
い
を
救
世
観
音
は
微
笑
の
か
げ
に
秘
め
て
い
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑥　
今
と
な
っ
て
み
れ
ば
、
太
子
の
一
身
を
も
っ
て
具
現
さ
れ
た
も
の
は
大
乗
の
悲
心
で
あ
っ
た
。
し
か
し
仏
法
が
伝
来
し
た
が
故
に
太
子

は
大
乗
を
修
得
さ
れ
た
と
い
う
だ
け
で
は
何
事
も
語
ら
ぬ
に
ひ
と
し
い
。
仏
法
を
宗
派
的
な
も
の
に
限
定
し
た
り
、
乃
至
は
外
来
の
思
想
体

系
と
し
て
知
的
に
対
し
た
り
す
る
と
き
、
歴
史
の
根
本
は
歪ゆ
が

め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。（　

⑷　
）
仏
法
は
伝
来
せ
ず
と
も
、
生
の
凄
惨
な
流

れ
に
身
を
置
か
れ
た
太
子
は
、
お
の
ず
か
ら
人
生
苦
の
深
み
に
思
い
を
傾
け
、
真
の
救
済
に
つ
い
て
祈
念
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
が
大
事
な
の
で
あ
る
。

⑦　
十
七
条
憲
法
は
治
世
の
た
め
の
律
法
で
も
な
く
、
単
な
る
道
徳
訓
で
も
な
い
。
そ
れ
ら
の
意
味
を
ふ
く
め
て
は
い
る
が
、
む
し
ろ
太
子

自
身
の
率
直
な
（　

⒠　
）
の
言
葉
な
の
で
あ
る
。
私
は
そ
う
解
す
る
。
あ
る
い
は
同
族
殺さ
つ

戮り
く

の
日
に
お
い
て
民
心
に
宿
っ
た
悲
痛
の
思
い

と
願
い
を
、
一
身
に
う
け
て
あ
ら
わ
さ
れ
た
の
だ
と
申
し
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
あ
れ
か
し
と
衷
心
よ
り
念
じ
給
う
た
言
葉
で
あ
っ

て
、
そ
の
一
語
一
語
に
、
太
子
の
苦
悩
と
体
験
は
切
に
宿
っ
て
い
る
と
拝
察
さ
れ
る
。
こ
こ
に
十
七
条
中
で
も
と
く
に
肝
要
な
最
初
の
三
カ

条
に
つ
い
て
、
私
は
御
祈
り
の
一
端
に
な
り
と
も
ふ
れ
て
み
た
い
と
思
う
。
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⑧　
一
に
曰い
わ

く
、
和
や
わ
ら
ぎ

を
以
て
貴
し
と
為
し
、
忤さ
か

ふ
こ
と
無
き
を
宗
と
為
せ
。
人
皆
党た
む
ら

有
り
、
亦ま
た

達さ
と

れ
る
者
少
し
。
是
を
以
て
、
或
は
君き
み

父か
ぞ

に
順し
た
が

は
ず
し
て
乍ま

た
隣さ
と
と
な
り里
に
違た
が

ふ
。
然し
か

れ
ど
も
上
和
ぎ
、
下
睦
び
て
、
事
を
論
あ
げ
つ
ら

ふ
に
諧か
な

ふ
と
き
は
、
則
ち
事こ
と

理わ
り

自
ら
に
通
ふ
、
何
事
か
成

ら
ざ
ら
む
。

⑨　
二
に
曰
く
、
篤
く
三
宝
を
敬
へ
、
三
宝
は
仏ほ
と
け

法の
り

僧ほ
ふ
し

な
り
、
則
ち
四よ
つ
の

生う
ま
れ

の
終つ
い

の
帰
よ
り
と
こ
ろ

、
万
国
の
極き
わ
め

宗の
む
ね

な
り
。
何い
ず
れ

の
世
何
の
人
か
是
の
法み
の
り

を

貴
ば
ざ
る
。
人
尤は
な
は

だ
悪
し
き
も
の
鮮す
く
な

し
、
能よ

く
教
ふ
る
を
も
て
従
ひ
ぬ
。
其
れ
三
宝
に
帰よ

り
ま
つ
ら
ず
ば
、
何
を
以
て
か
枉ま
が

れ
る
を
直た
だ

さ

む
。

⑩　
三
に
曰
く
、
詔
み
こ
と
の
り

を
承
は
り
て
は
必
ず
謹
め
、
君
を
ば
則
ち
天あ
め

と
す
。
臣
や
つ
こ
ら

を
ば
則
ち
地つ
ち

と
す
。
天
覆
ひ
地
載
せ
て
、
四よ
つ
の
と
き時
順め
ぐ

り
行
き
、

万よ
ろ
ず
の

気し
る
し

通
ふ
こ
と
を
得
。
地
、
天
を
覆
は
む
と
欲す

る
と
き
は
、
則
ち
壊や
ぶ

る
る
こ
と
を
致
さ
む
の
み
。
是
を
以
て
君
言の
た
ま

ふ
と
き
は
臣
承
は
り
、

上
行
ふ
と
き
は
下
靡な
び

く
。
故
に
詔
を
承
は
り
て
は
必
ず
慎
め
、
謹
ま
ず
ん
ば
自
か
ら
に
敗
れ
な
む
。

⑪　
こ
の
三
カ
条
は
、
熟
読
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
そ
の
思
慮
と
憂
い
の
深
さ
に
驚
嘆
す
る
の
で
あ
る
。
第
一
条
の
「
以
和
為
貴
」
の
一
句
の
背

後
に
は
、
前
述
の
ご
と
く
蘇
我
氏
の
専
横
や
同
族
間
の
絶
え
ざ
る
争
い
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
太
子
の
切
な
る
祈
念
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

―
み
な
仲
よ
く
せ
よ
。
人
は
党
派
を
組
み
易
い
も
の
で
、
ほ
ん
と
う
に
達
者
と
い
え
る
も
の
は
少
い
の
だ
。
里
や
隣
人
と
仲
た
が
い
せ

ず
、
上
の
も
の
が
仲
よ
く
し
、
下
の
も
の
が
睦
み
あ
っ
て
、
互
に
和
し
て
事
を
論
ず
る
な
ら
、
一
切
は
お
の
ず
か
ら
成
就
す
る
だ
ろ
う
。
そ

う
し
た
な
ら
ば
何
事
も
出
来
な
い
こ
と
は
あ
る
ま
い
。

―
実
に
当
然
の
教
で
あ
る
が
、
か
く
述
べ
ら
れ
た
太
子
の
心
底
に
は
、
醜
怪
な
政

争
や
人
間
の
無
残
な
慾よ
く

念ね
ん

が
、
地
獄
絵
の
ご
と
く
映
じ
て
い
た
の
で
も
あ
ろ
う
か
。「
以
和
為
貴
」
の
一
語
に
こ
も
る
万
感
の
思
い
を
推
察
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し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
書
紀
に
接
し
た
人
は
こ
の
言
葉
が
血
涙
を
も
っ
て
か
か
れ
た
こ
と
を
悟
る
で
あ
ろ
う
。

⑫　
大
乗
の
悲
心
は
一
切
を
摂
取
し
て
捨
て
な
い
。
い
か
な
る
凡
俗
の
裡
に
も
一
抹
の
生
命
の
光
り
を
求
め
て
、
こ
れ
を
機
縁
と
し
て
高
き

に
導
入
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。「
人
尤
だ
悪
し
き
も
の
鮮
し
」
と
観
ぜ
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
、
太
子
の
博
大
な
悲
心
が
偲
ば
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
の
第
二
条
で
最
も
大
切
な
一
句
は
、
冒
頭
の
「
篤
敬
三
宝
」
で
あ
る
。
太
子
は
「
篤
く
三
宝
を
敬
へ
」
と
仰
せ
ら
れ
た
け
れ
ど
、

「
必
ず
三
宝
を
信
ぜ
よ
」
と
は
云
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
し
律
法
に
お
い
て
、
一
信
仰
を
強
制
し
、
仏
法
を
必
ず
信
ぜ
よ
と
し
た
な

ら
ば
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
信
仰
は
そ
の
自
発
性
を
失
い
、
或
は
政
治
的
党
派
性
を
帯
び
る
で
あ
ろ
う
。
蘇
我
と
物
部
と
の
争
い
は
よ
き
教
訓

だ
っ
た
に
相
違
な
い
、
然
る
に
太
子
は
「
必
信
」
で
な
く
「
篤
敬
」
と
い
う
文
字
を
用
い
て
、
信
仰
を
あ
く
ま
で
国
民
の
（　

⒡　
）
的
な

求ぐ

道ど
う

心し
ん

に
お
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
深
い
思
慮
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
仏
教
伝
来
以
後
、
さ
き
に
は
蘇
我
氏
の
こ
と
あ
り
、
ま
た
奈
良
朝
に

お
け
る
藤
原
氏
の
専
断
、
更
に
下
っ
て
は
道ど
う

鏡き
ょ
う

の
ご
と
き
僧
す
ら
出
た
の
で
あ
る
が
、
わ
が
仏
法
の
黎れ
い

明め
い

を
告
げ
た
太
子
の
御
本
心
は
か
く

の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た
。

⑬　
（　

⑸　
）
次
の
第
三
条
、
即
ち
、
詔
勅
に
対
す
る
と
き
は
「
承
詔
必
謹
」
と
、
は
じ
め
て
「
必
ず
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
お
ら
る

る
。
詔
勅
を
「
篤
く
敬
へ
」
と
は
申
さ
れ
な
か
っ
た
。
至
高
の
権
威
を
、
詔
勅
に
お
か
ん
と
し
た
の
が
太
子
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
こ
れ

は
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
一
言
で
云
う
な
ら
ば
、
勢
力
あ
る
氏
族
の
専
横
を
深
く
危
惧
さ
れ
た
上
で
の
決
断
で
あ
っ

た
。
蘇
我
馬
子
は
皇
室
に
対
し
て
も
、
ま
た
太
子
御
自
身
に
と
っ
て
も
、
最
も
血
肉
的
に
親
し
い
外
戚
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
彼
一
統
の
暴

虐
を
抑
え
る
こ
と
は
容
易
な
ら
ざ
る
こ
と
だ
っ
た
に
相
違
な
い
。
太
子
は
日
々
こ
の
危
機
の
上
に
政
事
を
執
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
武
力
に
よ

る
抑
圧
が
、
再
び
同
族
間
の
流
血
の
惨
事
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
太
子
の
最
も
憂
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
と
拝
察
さ
る
る
。

⑭　
い
か
に
昏
迷
と
騒
乱
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
そ
こ
に
は
、
一
つ
の
出
来
事
、
一
つ
の
問
題
に
向
っ
て
の
、
し
ず
か
な
凝
視
と
味あ
じ
わ

い
と
沈
思
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と

―
か
か
る
悠
久
の
時
間
と
い
う
も
の
は
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
即
ち
、
太
子
の
大
乗
の
愛
は
、
人
間
に
関
す
る
深
き
観
察
、
煩
悩
具
足

の
凡
夫
の
在
り
の
ま
ま
の
姿
に
発
し
、
し
か
も
必
ず
仏
性
を
み
と
め
て
こ
れ
を
捨
て
ず
、
す
べ
て
の
人
を
抱
擁
し
、
こ
の
和
の
根
本
の
教
と

し
て
三
宝
を
敬
い
、
そ
し
て
最
後
に
こ
れ
ら
一
切
を
傾
け
て
護
国
の
た
め
に
捧さ
さ

げ
ら
れ
ん
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
飛
鳥
の
精
神
は
、
た
だ
美

し
い
古
仏
や
寺
院
に
の
み
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
支
え
る
根
源
に
は
想
像
を
絶
し
た
苦
闘
が
あ
っ
た
の
だ
。
む
し
ろ
現
世

の
地
獄
よ
り
、
ひ
そ
か
に
祈
念
し
憧
憬
し
た
と
こ
ろ
に
、
諸
々
の
菩
薩
像
が
立
ち
あ
ら
わ
れ
た
の
だ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
大
な
る
悲
痛

と
、
そ
れ
ゆ
え
の
慈
心
は
、
太
子
の
御
心
か
ら
光
り
の
ご
と
く
発
し
た
の
で
あ
っ
た
。

�

亀
井 

勝
一
郎
「
大
和
古
寺
風
物
詩
」　

　
第
一
問　
次
の
一
文
を
元
の
場
所
に
戻
し
て
、
そ
の
直
後
の
五
字
（
句
読
点
･
記
号
等
を
含
む
）
を
抜
き
出
し
な
さ
い
。

　
さ
れ
ば
こ
そ
第
二
条
に
お
い
て
信
仰
の
問
題
を
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
二
問　
問
題
文
中
に
、
論
理
的
に
お
か
し
い
二
十
字
以
内
の
文
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
文
を
抜
き
出
し
、
正
し
い
文
を
書
き
な
さ
い
。

第
三
問　
段
落
⑪
～
⑭
の
中
に
余
分
な
一
文
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
文
の
は
じ
め
の
五
字
（
句
読
点
・
記
号
等
を
含
む
）
を
抜
き
出
し
な
さ

い
。
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第
四
問　
（　

⑴　
）
～
（　

⑸　
）
に
入
る
言
葉
を
、
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　
し
か
も　
　

イ　
む
し
ろ　
　

ウ　
た
と
い　
　

エ　
と
こ
ろ
で　
　

オ　
し
か
し　

第
五
問　
（　

⒜　
）
～
（　

⒡　
）
に
入
る
言
葉
を
、
次
の
ア
～
カ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　
信
仰　
　

イ　
祈
り　
　

ウ　
利
益　
　

エ　
自
発　
　

オ　
思
慕　
　

カ　
灰か
い

燼じ
ん
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《
問
題
Ⅴ
》　
論
理
的
な
文
章
と
は
、
不
特
定
多
数
の
読
者
に
向
け
て
、
自
分
の
主
張
を
な
る
べ
く
誤
解
の
な
い
よ
う
に
筋
道
を
立
て
、
し

か
も
、
正
確
に
伝
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
す
。
自
分
が
思
っ
て
い
る
こ
と
を
、
す
べ
て
の
読
者
が
同
じ
よ
う
に
思
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な

い
の
で
、
自
分
の
主
張
に
対
し
て
は
論
証
責
任
が
生
じ
ま
す
。
以
上
を
念
頭
に
置
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

2
0
1
9
年
7
月
の
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
の
全
体
の
投
票
率
は
48
・
8
％
で
、
国
政
選
挙
と
し
て
は
24
年
ぶ
り
に
50
％
を
切
る
低
い
数

字
で
し
た
。
さ
ら
に
、
10
代
（
18
歳
・
19
歳
）
の
投
票
率
は
31
・
33
％
で
、
全
体
よ
り
17
ポ
イ
ン
ト
以
上
低
く
、
2
0
1
6
年
に
選
挙
権
年

齢
が
18
歳
以
上
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
以
降
、
国
政
選
挙
に
お
け
る
10
代
の
投
票
率
は
、
46
・
78
％
、
40
・
49
％
、
31
・
33
％
と
、
低
下
し
続

け
て
い
ま
す
。

　

も
と
も
と
投
票
率
は
若
年
層
ほ
ど
低
い
傾
向
に
あ
り
、
選
挙
権
年
齢
の
引
き
下
げ
を
受
け
て
、
学
校
現
場
等
で
は
主※

権
者
教
育
が
始
ま
っ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
10
代
を
含
め
、
若
者
の
投
票
率
は
依
然
と
し
て
低
い
ま
ま
で
す
。

　

若
者
の
投
票
率
が
低
い
の
は
な
ぜ
だ
と
思
い
ま
す
か
。
三
百
字
以
内
（
句
読
点
・
記
号
等
を
含
む
）
で
論
じ
な
さ
い
。
た
だ
し
、
後
の
①

～
④
の
言
葉
を
す
べ
て
使
用
す
る
こ
と
。

【
使
用
す
る
言
葉
】

　
①　
主
権
者
教
育　
　

②　
政
治
的
中
立　
　

③　
政
治
不
信　
　

④　
報
道
の
在
り
方
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※
主
権
者
教
育
…
単
に
政
治
の
仕
組
み
に
つ
い
て
必
要
な
知
識
を
習
得
さ
せ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
主
権
者
と
し
て
社
会
の
中
で
自
立
し
、
他
者
と
連

携
・
協
働
し
な
が
ら
、
社
会
を
生
き
抜
く
力
や
地
域
の
課
題
解
決
を
社
会
の
構
成
員
の
一
人
と
し
て
主
体
的
に
担
う
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
た
め
の

教
育
。

　
（
本
検
定
は
あ
く
ま
で
論
理
力
を
試
す
も
の
で
あ
っ
て
、
特
定
の
主
張
を
支
持
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
様
々
な
重
要
な
問
題
に
対
し
て
、

様
々
な
立
場
を
理
解
、
整
理
し
、
自
分
で
考
え
る
こ
と
の
第
一
歩
と
し
ま
す
。）










