
－１－

Ⅰ

国

語

一

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

あ
い
さ
つ
を
し
な
い
種
類
の
若
者
の
こ
と
は
、
広
く
は
教
育
の
問
題
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
核
家
族
化
の
問
題
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
現
在
、
生
涯
出

画
臥

蚊
蚊
蚊
蚊
蚊
蚊

画
臥

蚊
蚊
蚊
蚊

生
児
数
は
二
を
割
っ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
大
き
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。
都
市
化
の
進
行
と
住
宅
事
情
の
貧
困
と
が
あ
い
ま
っ
て
、
子
ど
も
は
密
室
文

画
臥

蚊
蚊

蚊
蚊

蚊
蚊

蚊
蚊

蚊
蚊

蚊
蚊

蚊
蚊

蚊
蚊

蚊
蚊

画
臥

蚊
蚊
蚊
蚊
蚊
蚊
蚊
蚊
蚊
蚊

化
の
中
で
の
生
育
を

余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
る
。
親
の
過
保
護
が
そ
れ
に

Ｃ

、
密
室
で
は
消
費
文
明
の
か
ん
詰
め
化
が
起
こ
り
、
や
が
て
発
酵
し
カ
ビ

よ

ぎ

が
生
え
は
じ
め
る
。
現
代
の
子
ど
も
た
ち
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
こ
の
種
の
カ
ビ
に
心
を
犯
さ
れ
、
内
な
る
自
然
を
破
壊
さ
れ
か
け
て
い
る
。

一
人
っ
子
の
場
合
、
お
じ
、
お
ば
、
い
と
こ
と
い
っ
た
血
縁
が
ま
っ
た
く
な
い
存
在
に
な
る
。
こ
の
問
題
は
、
日
本
の
社
会
構
造
の
基
盤
に
か
か
わ
っ
て
く
る
。

わ
が
国
の
社
会
を
支
え
て
い
る
内
的
制
度
と
し
て
、
血
縁
と
地
縁
に
よ
る
人
間
関
係
の
脈
絡
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
地
縁
に
よ
る
き
ず
な
は
、
都

会
化
に
よ
っ
て
弱
め
ら
れ
る
一
方
で
あ
り
、
ま
た
血
縁
の
き
ず
な
は
、
核
家
族
化
と
少
数
出
産
に
よ
っ
て
孤
立
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

最
近
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
論
が
盛
ん
で
あ
る
。
市
の

キ
ボ
を
も
つ
大
人
口
を
擁
す
る
住
宅
団
地
が
一
挙
に
出
現
す
る
と
い
う
事
態
や
、
巨
大
都
市
の
空
洞
化
に

対
処
し
て
、
新
し
い
都
市
の
秩
序
と
機
能
を
確
立
す
る
た
め
の

ホ
ウ
サ
ク
と
し
て
、
こ
の
方
向
は
歓
迎
さ
れ
て
よ
い
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
ま
ず
何
よ
り
も

共
通
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ゆ
き
か
う
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
対
人
関
係
の
調
和
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
社
会
的
機
能
の
結
合
が
、
都
市
の
質

を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
地
縁
と
血
縁
の
き
ず
な
は
弱
体
化
し
、
い
ず
れ
崩
壊
す
る
運
命
に
あ
る
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
新
し
い
人
間
の
き
ず
な
を
作
り
な
お

さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
と
き
わ
れ
わ
れ
は
、
人
間
存
在
の
根
底
に
あ
る
内
な
る
自
然
に
目
を
む
け
、
そ
こ
か
ら
新
し
い
方
法
を
見
つ
け
る
べ
き
で
は
な
か
ろ

う
か
。
あ
い
さ
つ
、
い
た
わ
り
あ
い
、
思
い
や
り
…
…
、
物
質
文
明
の
重
圧
に
ひ
し
ゃ
げ
ら
れ
風
化
し
か
け
て
い
る
も
の
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
こ
と
に
、
一
人
一

人
が
思
い
を
は
せ
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
は
可
能
に
な
る
。

（
河
合
雅
雄
『
サ
ル
の
目

ヒ
ト
の
目
』）

洞
察
…
よ
く
見
通
す
こ
と
。
見
抜
く
こ
と
。

（注）

余
儀
な
く
…
そ
れ
以
外
に
取
る
べ
き
方
法
が
な
く
。
他
に
と
っ
て
代
わ
る
方
法
が
な
く
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
…
地
域
社
会
。

平
成
二
十
六
年
度

若
い
人
の
中
に
は
、
あ
い
さ
つ
を
し
な
い
人
、
あ
る
い
は
あ
い
さ
つ
の
仕
方
を
知
ら
な
い
人
が
多
く
な
っ
た
。
形
式
的
な
も
の
に

カ
チ
を
お
か
な
い
と
か
、

デ
ン
ト
ウ
的
な
も
の
に
と
ら
わ
れ
ず
自
由
に
振
る
舞
う
と
い
う
立
場
も
あ
ろ
う
が
、
人
と
の
つ
き
あ
い
の
仕
方
、
心
の
か
よ
い
と
い
っ
た
面
で
、
基
本
的
に
重

要
な
問
題
を
逸
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

世
界
中
に
は
い
ろ
ん
な
民
族
が
お
り
、
多
種
多
様
な
風
俗
習
慣
が
あ
る
が
、
あ
い
さ
つ
を
も
た
な
い
民
族
は
な
い
。
あ
い
さ
つ
は
、
人
の
結
合
性
を
強
め
攻
撃

性
を
抑
制
す
る
の
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
あ
い
さ
つ
を
し
な
い
人
々
の
出
現
は
、
人
類
の
文
化
史
上
の
新
種
で
あ
る
。
あ
い
さ
つ
は
、
知
人
や
友
人
、

あ
る
い
は
親
し
み
を
も
と
う
と
す
る
人
の
間
で
か
わ
さ
れ
る
。
人
々
は
群
衆
の
中
で
は
あ
い
さ
つ
を
か
わ
さ
な
い
し
、
ま
た
す
る
必
要
も
な
い
。
あ
い
さ
つ
を
忘

れ
た
若
者
は
、
常
に
群
衆
の
中
の
一
人
と
し
て
、
社
会
の
中
に
自
己
を
位
置
づ
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

あ
い
さ
つ
は
、
人
類
一
般

Ａ

で
は
な
く
、
高
等
な
動
物
に
も
み
ら
れ
る
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
、
握
手
、
お
じ
ぎ
、
抱
擁
、
肩
を
た
た
く
、
ひ
れ
ふ
す
、

キ
ス
な
ど
、
人
間
が
行
な
っ
て
い
る
基
本
的
な
あ
い
さ
つ
行
動
の
ほ
と
ん
ど
を
も
っ
て
い
る
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
に
な
ぜ
あ
い
さ
つ
行
動
が
発
達
し
た
の
か
と
い
う

理
由
の
一
つ
は
、
特
殊
な
社
会
構
造
に
求
め
ら
れ
る
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
、
他
の
サ
ル
の
群
れ
と
は
異
な
り
、
集
団
の
中
で
の
行
動
の
自
由
度
が
た
い
へ
ん
大
き

い
。
若
者
が
一
週
間
も
旅
を
し
て
戻
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
ん
な
と
き
、
あ
い
さ
つ
が
か
わ
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
以
前
の
関
係
を
と
り
も
ど
す
の

で
あ
る
。

動
物
が
攻
撃
性
を
本
能
と
し
て
も
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
行
動
生
物
学
の
分
野
で
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
も
ら
っ
た
ロ
ー
レ
ン
ツ
で
あ
る
。
動
物
が

空
間
的
時
間
的
に
へ
だ
て
ら
れ
る
と
、
出
会
っ
た
と
き
攻
撃
本
能
を
抑
制
す
る
た
め
の
行
動
が
必
要
で
あ
る
。
あ
い
さ
つ
は
そ
の
機
能
を
果
た
す
た
め
の
行
動
型

な
の
だ
。
人
間
で
も
、
親
し
い
者
ど
う
し
の
間
で

Ｂ

し
ば
ら
く
離
れ
て
い
る
と
、
親
し
い
関
係
を
再
生
す
る
た
め
に
、
ち
ょ
っ
と
し
た
あ
い
さ
つ
が
必

要
で
あ
る
。

あ
い
さ
つ
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
に
動
物
個
体
間
の
親
和
関
係
を
つ
な
ぐ
重
要
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
の
よ
う
な
機
能
は
、
幼
少
の
と
き
に
し
つ
け
と
し
て
し
っ
か
り
身
に
つ
け
る
必
要
が
あ
る
。
人
間
関
係
を
支
え
て
い
る
も
の
は
、
一
見
さ
さ
い
な
こ
と

に
見
え
て
も
、
じ
っ
く
り

洞
察
し
て
み
る
と
、
人
間
存
在
の
根
底
に
横
た
わ
っ
て
い
る
生
物
の
行
動
法
則
―
―
内
な
る
自
然
に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い

の
で
あ
る
。
人
間
を
結
び
つ
け
る
き
ず
な
は
、
豊
か
な
情
操
の
中
で
の
み
育
っ
て
い
く
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

（注） ①

ｂ

ａ

②

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

（注）

③

（注）

ｃ

ｄ



－２－

問
一

傍
線
部
ａ
～
ｄ
の
カ
タ
カ
ナ
を
、
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

問
二

傍
線
部
①
「
あ
い
さ
つ
を
し
な
い
人
、
あ
る
い
は
あ
い
さ
つ
の
仕
方
を
知
ら
な
い
人
が
多
く
な
っ
た
。」
と
あ
る
が
、
筆
者
は
「
あ
い
さ
つ
」
に
は
ど
の
よ
う

な
役
割
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
か
。
解
答
欄
に
合
う
よ
う
に
、
文
中
か
ら
十
六
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

問
三

傍
線
部
②
「
以
前
の
関
係
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
か
。
文
中
か
ら
五
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

問
四

Ａ

・

Ｂ

に
入
れ
る
の
に
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

さ
え

イ

ま
で

ウ

ほ
ど

エ

こ
そ

オ

だ
け

問
五

波
線
部
Ⅰ
「
核
家
族
化
」、
Ⅱ
「
生
涯
出
生
児
数
は
二
を
割
っ
て
い
る
」、
Ⅲ
「
都
市
化
の
進
行
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
現
象
が
日
本
の
社
会
構
造
に
ど
の

よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
す
と
い
う
の
か
。
三
十
五
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。（
句
読
点
も
字
数
に
含
む
）

問
六

Ｃ

に
入
れ
る
の
に
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

水
を
か
け

イ

輪
を
か
け

ウ

目
を
か
け

エ

手
を
か
け

問
七

傍
線
部
③
「
内
な
る
自
然
を
破
壊
さ
れ
か
け
て
い
る
。」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
選

び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

子
ど
も
た
ち
が
本
来
も
っ
て
い
る
、
親
に
対
す
る
反
発
心
が
次
第
に
薄
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

イ

子
ど
も
た
ち
が
本
来
も
っ
て
い
る
、
無
邪
気
さ
や
純
粋
さ
を
な
く
し
か
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

ウ

子
ど
も
た
ち
が
本
来
も
っ
て
い
る
、
人
と
か
か
わ
り
な
が
ら
生
き
る
力
を
失
い
か
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

エ

子
ど
も
た
ち
が
本
来
も
っ
て
い
る
、
外
で
遊
ぼ
う
と
す
る
意
欲
が
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

Ⅰ

こ
と
ば
に
は
決
ま
っ
た
意
味
が
厳
然
と
存
在
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
人
が
多
い
と
思
う
。
こ
れ
は
、
半
分
正
し
い
が
、
半
分
正
し
く
な
い
。
一
つ
の
単

語
に
一
つ
の
意
味
が
対
応
し
て
い
れ
ば
簡
単
で
明
瞭
だ
が
、
こ
と
ば
の
意
味
に
「
あ
そ
び
」
が
な
い
と
こ
と
ば
は
使
い
勝
手
が
悪
く
な
る
。「
あ
そ
び
」
は
緩

め
い
り
ょ
う

さ
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
こ
と
ば
の
柔
軟
性
で
も
あ
る
。
例
え
ば
、
「
学
校
」
と
い
う
こ
と
ば
の
意
味
は
、
決
ま
っ
た
も
の
が
一
つ
あ
る
と
思
い
が
ち
だ
が
、

実
際
は
使
い
方
で
意
味
は
多
様
で
あ
る
。
「
学
校
が
休
み
」
と
い
う
と
き
は
「
授
業
」
の
こ
と
で
あ
り
、
学
校
と
い
う
用
務
・
業
務
と
し
て
見
て
い
る
が
、

「
学
校
を
建
て
る
」
で
は
建
築
物
、「
学
校
に
着
く
」
で
は
場
所
、「
学
校
を
創
設
す
る
」
で
は

ソ
シ
キ
と
し
て
見
て
い
る
。

Ⅱ

つ
ま
り
、
こ
と
ば
の
意
味
は
実
際
に
使
わ
れ
た
段
に
な
っ
て
確
定
的
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
使
わ
れ
る
以
前
の
段
階
で
は
、
限
定
さ
れ
て
い
な
い
。
い
わ

ば
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
に
な
る
可
能
性
に
満
ち
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
文
脈
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
は
じ
め
て
意
味
が
絞
り
こ
ま
れ
て
い
く
の
は
、

し
ぼ

Ａ

だ
け
で
な
く
、
文
で
も
同
じ
で
あ
る
。
海
外
の
あ
る
日
本
語
の
教
科
書
に
は

「
太
郎
は
、
川
で
サ
ン
マ
を
釣
り
ま
し
た
」
と
い
う
例
文
が

ノ
っ
て
い
た
と
い
う
が
、
こ
の
文
は
形
式
上
間
違
っ
た
日
本
語
で
は
な
く
、
意
味
も
確
実
に
わ
か
る
。
し
か
し
、
サ
ン
マ
が
川
魚
で
な
い
こ
と
は
日
本
人
に

と
っ
て
は
常
識
だ
か
ら
、
実
際
に

Ｂ

に
す
る
と
、
お
か
し
い
と
思
う
。

Ⅲ

こ
の
よ
う
に
字
面
か
ら
形
式
的
に
わ
か
る
意
味
は
、
場
面
や
文
脈
な
ど
の
影
響
を
受
け
な
い
場
合
に
限
ら
れ
る
。
字
義
ど
お
り
の
意
味
と
は
、
文
脈
を
排
除

じ

づ
ら

し
た
意
味
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
こ
と
ば
は
、
特
定
の
場
面
で
用
い
ら
れ
、
な
ん
ら
か
の
文
脈
を
伴
う
。
つ
ま
り
、
文
の
字
義
ど
お
り
の
意
味
も
、

単
語
の
辞
書
的
な
意
味
も
、
現
実
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
ば
の
意
味
な
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
に
無
菌
状
態
の
ま
ま

ホ
カ
ン
さ
れ
て
い
る
こ

と
ば
で
あ
る
。

Ⅳ

こ
れ
に
対
し
て
、
実
際
に
用
い
る
こ
と
ば
は
、
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
全
く
同
じ
こ
と
ば
を
発
し
た
と
し
て
も
、
誰
が
誰
に
言
う
か
、
ど
う
い
う
状
況

で
、
ど
う
い
う
こ
と
ば
を
受
け
て
言
う
か
で
、
解
釈
は
全
く
異
な
る
。
や
や
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
完
全
に

ド
ウ
イ
ツ
の
状
況
や
場
面
は
考
え
ら
れ
な
い
。

同
じ
人
物
が
発
し
た
こ
と
ば
で
も
、
昨
日
と
今
日
で
は
な
ん
ら
か
の
違
い
が
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
す
べ
て
の
発
話
に
つ
い
て
二
つ
と
し
て
同
一
の
も
の
は
な
い

こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
実
際
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
ば
の
解
釈
は
非
常
に
多
様
で
あ
り
、
厳
密
に
言
う
と
個
々
に
な
ん
ら
か
の
意
味
の
違
い
が
あ
る
の
で
あ
る
。

（
加
藤
重
広
『
そ
の
言
い
方
が
人
を
怒
ら
せ
る
』）

二

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

③

②

①

ａ⑤

ｂ

ｃ

④

ｄ



－３－

問
一

傍
線
部
ａ
～
ｄ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

問
二

「
こ
と
ば
」
と
「
意
味
」
の
関
係
に
つ
い
て
書
か
れ
た
傍
線
部
①
～
④
の
中
か
ら
、
同
じ
内
容
で
は
な
い
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

問
三

Ａ

に
入
れ
る
の
に
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

場
面

イ

単
語

ウ

あ
そ
び

エ

文
脈

問
四

「

Ｂ

に
す
る
」
が
「
聞
く
」
と
い
う
意
味
に
な
る
よ
う
に
、

Ｂ

に
入
る
適
当
な
語
を
、
漢
字
一
字
で
答
え
な
さ
い
。

問
五

傍
線
部
⑤
に
つ
い
て
説
明
し
た
次
の
文
の

Ⅰ

・

Ⅱ

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
語
句
を
、
そ
れ
ぞ
れ

Ⅱ

の
段
落
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

た
だ
し
、
Ⅰ
は
十
字
以
内
、
Ⅱ
は
五
字
以
内
と
す
る
。

形
式
と
し
て
は

Ⅰ

で
は
な
い
が
、
文
脈
の
中
に
位
置
づ
け
て
考
え
る
と
、

Ⅱ

と
感
じ
る
文
の
例
。

問
六

Ⅱ

～

Ⅳ

の
段
落
を
整
理
し
た
次
の
図
の

ａ

～

ｃ

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
語
句
を
、
そ
れ
ぞ
れ
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。
た
だ
し
、

ａ
・
ｃ
は
五
字
、
ｂ
は
二
字
と
す
る
。

図

・

ａ

の
言
葉

の
意
味⇔

・
現
実
に
使
わ
れ
る

言
葉
の
意
味

＝＝

文
脈
を

ｂ

し
た
意
味

文
脈
に
よ
り
確
定

さ
れ
た
意
味

⇒⇒

場
面
の
影
響
を

受
け
な
い

場
面
に
応
じ
て
個
々
に

ｃ

は
生
ま
れ
る

始
ま
る
の
だ
。
も
う
行
く
し
か
な
い
。
落
ち
着
け
戸
村
心
臓
。
俺
は
小
さ
な
深
呼
吸
を
し
て
か
ら
、
手
を
挙
げ
た
。

み
ん
な
が
合
唱
の

シ
セ
イ
を
作
る
。
手
を
振
り
下
ろ
す
と
、
北
島
君
の
ピ
ア
ノ
が
鳴
る
。
み
ん
な
の
息
を
吸
う
音
ま
で
も
が
俺
の
耳
に
入
る
。
ス
タ
ー
ト
が

切
ら
れ
た
。

～
母
な
る
大
地
の
ふ
と
こ
ろ
に
わ
れ
ら
人
の
子
の
喜
び
は
あ
る
大
地
を
愛
せ
よ
大
地
に
生
き
る
～

最
初
は
ゆ
っ
た
り
と
静
か
に
。
そ
し
て
、
静
か
な
が
ら
も
雄
大
に
。
指
先
が
震
え
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
気
持
ち
は
は
や
る
け
ど
、
走
っ
た
ら
あ
か
ん
。
こ
こ

は
丁
寧
に
丁
寧
に
歌
詞
を
拾
っ
て
い
く
。

～
人
の
子
ら
人
の
子
そ
の
立
つ
土
に
感
謝
せ
よ
～

バ
ス
、
テ
ナ
ー
、
ア
ル
ト
、
ソ
プ
ラ
ノ
。
各
パ
ー
ト
で
つ
な
い
で
い
く
。
俺
は
そ
の
た
び
に
そ
ち
ら
の
ほ
う
へ
身
体
を
向
け
た
。

Ａ

声
が
返
っ
て
く

る
。
み
ん
な

シ
ン
ケ
ン
に
俺
を
見
て
い
る
。
次
第
に
声
が
一
つ
に
な
っ
て
広
が
っ
て
い
く
。

そ
し
て
、
間
奏
。
北
島
君
の
ピ
ア
ノ
ソ
ロ
は
完
璧
だ
。
北
島
君
は
俺
の
指
先
を
じ
っ
と
見
据
え
な
が
ら
、
鍵
盤
を
叩
い
て
い
く
。
ピ
ア
ノ
に
ど
ん
ど
ん
命
を
吹

き
込
む
よ
う
に
叩
い
て
い
く
。
俺
の
指
先
か
ら
こ
ぼ
れ
る
よ
う
に
、
ピ
ア
ノ
の
音
が
響
く
。
や
っ
ぱ
り
北
島
君
、
め
っ
ち
ゃ
ピ
ア
ノ
う
ま
い
や
ん
。
僕
の
ピ
ア
ノ

は
こ
こ
ま
で
や
っ
て
言
っ
て
た
け
ど
、
前
よ
り
ま
た
す
ご
く
な
っ
て
る
。
俺
は
北
島
君
の
弾
く
ピ
ア
ノ
が
ほ
ん
ま
に
好
き
や
と
、
ま
た
思
っ
た
。

間
奏
を
弾
き
終
え
た
北
島
君
が
俺
に
合
図
を
送
っ
た
。「
さ
あ
、
行
け
よ
。」
っ
て
こ
と
。
こ
こ
か
ら
少
し
ず
つ
盛
り
上
が
っ
て
い
く
の
だ
。

～
平
和
な
大
地
を
静
か
な
大
地
を
大
地
を
ほ
め
よ
た
た
え
よ
土
を
～

穏
や
か
な
静
寂
。
ラ
ス
ト
ス
パ
ー
ト
が
始
ま
る
。
女
子
パ
ー
ト
と
男
子
パ
ー
ト
の
声
が
重
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
を
ま
と
め
て
い
か
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
。
み
ん

な
の
声
が
ど
ん
ど
ん
大
き
く
な
る
。
で
も
ま
だ
急
ぐ
な
。
ま
だ
走
る
な
。
一
番
最
後
に
向
け
て
今
は
力
を
溜
め
ろ
。
は
や
る
俺
の
指
揮
を
北
島
君
の
ピ
ア
ノ
が
抑

た

え
る
。

～
ほ
め
よ
た
た
え
よ
土
を
母
な
る
大
地
を
た
た
え
よ
大
地
を
～

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
向
け
て
音
が
高
く
な
り
、
雄
大
な
声
が
響
く
。
身
体
に
は
音
楽
が
こ
ぼ
れ
ん
ば
か
り
に
満
ち
て
い
た
。
ラ
ス
ト
を
迎
え
、
指
先
に
溜
め
た

三

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

ａ

［
「
俺
」
こ
と
戸
村
コ
ウ
ス
ケ
は
、
高
校
三
年
生
。
野
球
部
を
引
退
し
た
コ
ウ
ス
ケ
は
、
合
唱
祭
で
の
ク
ラ
ス
の
指
揮
者
を
自
ら
引
き
受
け
た
。
伴
奏
者

の
北
島
君
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
ら
い
な
が
ら
練
習
を
繰
り
返
し
、
い
よ
い
よ
本
番
を
迎
え
た
。

］

ｂ

①



－４－

力
が
一
気
に
解
き
放
た
れ
る
。
身
体
は
も
う
勝
手
に
動
い
て
い
た
。
完
全
に
北
島
君
の
ピ
ア
ノ
に
、
み
ん
な
の
声
に
乗
っ
て
い
た
。
指
揮
台
か
ら
落
ち
そ
う
に
な

り
な
が
ら
、
最
後
の
声
を
捕
ら
え
、
俺
の
手
は
合
唱
を
閉
じ
た
。

と
ん
で
も
な
い
疲
労
感
だ
っ
た
。
指
揮
台
か
ら
降
り
、
観
客
席
に
頭
を
下
げ
た
と
き
に
は
、
野
球
で
い
う
な
ら
炎
天
の
下
、
二
ゲ
ー
ム
終
え
た
く
ら
い
だ
。

完
璧
な
合
唱
だ
っ
た
。
成
功
だ
。
鳥
肌
が
し
ば
ら
く
収
ま
ら
な
か
っ
た
。
歌
い
終
え
た

み
ん
な
の
顔
も
上
気
し
て
い
た
。

し
か
し
残
念
だ
け
ど
、
最
優
秀
賞
は
逃
し
た
。
俺
ら
が
打
ち
込
ん
で
き
た
よ
う
に
、
ど
の
ク
ラ
ス
だ
っ
て
必
死
だ
っ
た
の
だ
。
最
優
秀
賞
は
三
組
だ
っ
た
。
や

や
こ
し
い
英
語
の
歌
を
ア
カ
ペ
ラ
で
歌
い
や
が
っ
た
。
俺
ら
二
組
は
二
位
。
み
ん
な

マ
ン
ゾ
ク
そ
う
に
し
て
い
た
し
、
女
子
は
半
分
ほ
ど
泣
い
て
い
た
。
良
い

合
唱
祭
だ
っ
た
。

閉
会
式
を
終
え
教
室
に
戻
ろ
う
と
し
た
と
き
、
北
島
君
が
俺
の
前
ま
で
や
っ
て
き
て
す
っ
と
手
を
差
し
出
し
た
。

「
何
？
ま
さ
か
握
手
？
な
ん
か
、
照
れ
る
や
ん
。」

「
楽
し
か
っ
た
わ
。」

俺
は
漫
画
み
た
い
に
頭
を
か
い
た
け
ど
、
北
島
君
は
さ
っ
と
俺
の
手
を
握
っ
た
。
こ
う
い
う
こ
と
を
躊
躇
な
く
で
き
る
と
こ
ろ
が
、
北
島
君
と
呼
ば
れ
る
所
以

ち
ゅ
う
ち
ょ

ゆ
え
ん

か
も
し
れ
な
い
。

細
い
け
ど
し
っ
か
り
と
し
た
指
。
あ
の
音
を
奏
で
た
指
だ
。
そ
う
思
う
と
、
俺
も
思
わ
ず
し
っ
か
り
と
手
を
握
り
締
め
て
し
ま
っ
た
。

「
あ
り
が
と
う
。
俺
、
北
島
君
に
教
え
て
も
ら
っ
た
か
ら
な
ん
と
か
指
揮
で
き
た
ん
や
わ
。」

「
僕
も
戸
村
が
指
揮
者
で
さ
、
お
も
ろ
か
っ
た
。」

「
ま
た
、
な
ん
か
こ
ん
な
風
な
こ
と
や
ろ
う
や
。」

「
ほ
ん
ま
に
。
」

北
島
君
は
微
笑
ん
だ
。

（
瀬
尾
ま
い
こ
『
戸
村
飯
店

青
春

連
発
』）

１１０

問
一

傍
線
部
ａ
～
ｃ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

ｃ

②

③

問
二

Ａ

に
入
れ
る
の
に
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

焦
っ
た
よ
う
に

イ

思
い
出
し
た
よ
う
に

ウ

応
え
る
よ
う
に

エ

突
き
放
す
よ
う
に

あ
せ

こ
た

問
三

傍
線
部
①
「
俺
の
指
先
か
ら
こ
ぼ
れ
る
よ
う
に
、
ピ
ア
ノ
の
音
が
響
く
」
と
あ
る
が
、
コ
ウ
ス
ケ
が
こ
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も

の
を
、
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

北
島
君
の
伴
奏
を
コ
ウ
ス
ケ
の
指
揮
が
追
う
状
態
に
な
っ
て
い
る
か
ら
。

イ

北
島
君
の
伴
奏
の
激
し
さ
が
コ
ウ
ス
ケ
の
指
揮
を
圧
倒
し
て
い
る
か
ら
。

ウ

北
島
君
の
伴
奏
の
良
さ
を
コ
ウ
ス
ケ
の
指
揮
が
引
き
出
し
て
い
る
か
ら
。

エ

北
島
君
の
伴
奏
が
コ
ウ
ス
ケ
の
指
揮
と
ぴ
っ
た
り
と
合
っ
て
い
る
か
ら
。

問
四

無
心
に
な
っ
て
指
揮
を
し
て
い
る
コ
ウ
ス
ケ
の
状
態
を
表
現
し
て
い
る
一
文
を
、
文
中
か
ら
十
五
字
以
内
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。（
句
読
点
も
字
数
に
含
む
）

問
五

傍
線
部
②
「
み
ん
な
の
顔
も
上
気
し
て
い
た
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
様
子
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

高
ぶ
っ
た
気
持
ち
が
続
い
て
い
る
様
子

イ

解
放
感
に
浸
り
く
つ
ろ
い
で
い
る
様
子

ウ

意
外
な
結
果
に
呆
然
と
し
て
い
る
様
子

エ

他
の
ク
ラ
ス
が
気
に
な
っ
て
い
る
様
子

ぼ
う

問
六

傍
線
部
③
「
俺
も
思
わ
ず
し
っ
か
り
と
手
を
握
り
締
め
て
し
ま
っ
た
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
四
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。（
句
読
点
も
字
数
に

含
む
）

問
七

本
文
の
表
現
上
の
特
徴
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

合
唱
曲
の
歌
詞
の
挿
入
に
よ
っ
て
、
コ
ウ
ス
ケ
の
視
点
で
書
い
た
重
厚
な
文
体
に
爽
快
感
を
添
え
て
い
る
。

そ
う

イ

感
情
を
抑
え
た
表
現
に
よ
っ
て
、
合
唱
コ
ン
ク
ー
ル
と
い
う
非
日
常
的
な
場
面
に
臨
場
感
を
加
え
て
い
る
。

ウ

短
文
を
連
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
コ
ウ
ス
ケ
の
心
の
動
き
や
場
面
の
緊
張
感
を
あ
り
あ
り
と
描
い
て
い
る
。

エ

比
喩
表
現
を
多
く
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
コ
ウ
ス
ケ
と
北
島
君
と
を
対
比
さ
せ
存
在
感
を
与
え
て
い
る
。



－５－

Ⅰ
今
日
は
そ
の
事
を
な
さ
ん
と
思
へ
ど
、

し
よ
う

あ
ら
ぬ
急
ぎ
ま
づ
出
で
来
て

意
外
な
急
用

ま
ぎ
れ
暮
ら
し
、
待
つ
人
は

気
を
と
ら
れ
て
過
ご
し

障
り
あ
り
て

支
障
が
あ
っ
て

頼
め
ぬ
人
は
来
た
り
、

当
て
に
し
て
い
な
い
人

頼
み
た
る
方
の
事
は
違

当
て
に
し
て
い
た
こ
と

ひ
て
思
ひ
よ
ら
ぬ
道
ば
か
り
は

方
面

か
な
ひ
ぬ
。
日
々
に
過
ぎ
行
く
さ
ま
、

上
手
く
い
っ
て
し
ま
う

か
ね
て
思
ひ
つ
る
に
は
似
ず
。
一
年
の
中
も
か
く
の
ご
と
し
。
一
生
の
間
も
ま
た

前
も
っ
て

し
か
な
り
。
か
ね
て
の

そ
の
通
り
で
あ
る

あ
ら
ま
し
皆
違
ひ
行
く
か
と
思
ふ
に
、

期

待

お
の
づ
か
ら
違
は
ぬ
事
も
あ
れ
ば
、
い
よ
い
よ

た
ま
た
ま

物
は
定
め
が
た
し
。

事
態
は
不
確
か
で
定
め
に
く
い

不
定
と
心
得
ぬ
る
の
み
ま
こ

不
確
か
で
定
め
に
く
い
と
悟
る
こ
と

と
に
て
違
は
ず
。

（『
徒
然
草
』
第
百
八
十
九
段
）

Ⅱ

人
間
と
い
う
も
の
は
、
謙
虚
な
よ
う
で
傲
慢
で
あ
る
。
人
間
あ
る
程
度
の
期
間
、
人
生
と
い
う
も
の
を
や
っ
て
来
て
、
大
体
の
こ
と
は
分
か
っ
た
よ
う
な
気
が

ご
う
ま
ん

し
て
来
る
。
「
ど
う
せ
俺
の
思
っ
て
い
る
こ
と
な
ん
か
み
ん
な
は
ず
れ
て
く
ん
だ
か
ら
」
と
思
っ
て
ひ
ね
く
れ
て
る
と
、
そ
の
内
に

供
当
た
り
僑
と
い
う
の
も

や
っ
て
来
る
。

供
も
の
を
考
え
る
僑
と
い
う
行
為
は
、
す
べ
て
の
物
事
を
固
定
し
た
モ
ノ
サ
シ
で
止
め
て
し
ま
う
こ
と
。
と
こ
ろ
が
す
べ
て
の
物
事
は
生
き
て
動
い
て
お
る
。

時
が
流
れ
て
行
く
も
の
で
あ
る
以
上
、
す
べ
て
の
物
事
が
と
ど
ま
り
っ
放
し
で
あ
る
訳
が
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
と
い
う
愚
か
で
弱
い
も
の
は

供
安

心
僑
を
し
た
い
も
ん
じ
ゃ
か
ら
「
時
間
よ
止
ま
れ
！
」
の
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
よ
う
と
す
る
。

し
か
し
残
念
な
が
ら
、
す
べ
て
は
流
動
的
と
い
う
の
が
世
の
中
で
、
こ
れ
が
宇
宙
の
根
本
な
の
じ
ゃ
か
ら
、「
動
く
な
！
」
と
言
っ
て
も
し
ょ
う
が
な
い
。
柔

軟
に
な
ら
な
け
れ
ば
し
ょ
う
が
な
い
。
本
当
の
意
味
で
の
〝
分
か
る
僑
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
い
う
供
譲
歩
僑
を
す
る
こ
と
じ
ゃ
な
。

人
に
こ
う
い
う
譲
歩
を
さ
せ
る
流
動
的
な
状
態
の
こ
と
を
供
不
定
僑
と
い
う
。
す
べ
て
は
供
定
め
が
た
し
僑
で
供
不
定
僑
な
の
じ
ゃ
か
ら
し
ょ
う
が
な
い
。

ふ
じ
ょ
う

供
不
定
僑
が
不
安
に
な
る
と
い
う
の
は
、
た
だ
な
ま
け
て
安
心
し
て
お
き
た
い
と
い
う
、
人
間
の
怠
惰
の
な
せ
る
わ
ざ
な
ん
じ
ゃ
。
人
間
は
、
謙
虚
な
よ
う
で

傲
慢
で
も
あ
る
と
い
う
の
は
、
結
局
人
間
と
い
う
も
の
は
己
の
怠
惰
に
な
か
な
か
目
を
向
け
よ
う
と
は
し
な
い
も
ん
だ
か
ら
じ
ゃ
な
。

ご
う
ま
ん

（
橋
本
治
『
絵
本
徒
然
草
』）

問
一

傍
線
部
①
「
ま
ぎ
れ
暮
ら
し
」
と
あ
る
が
、
何
に
「
気
を
と
ら
れ
て
過
ご
す
」
の
か
。
文
章
Ⅰ
の
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

問
二

傍
線
部
②
「
か
な
ひ
ぬ
」
を
現
代
か
な
づ
か
い
に
直
し
、
ひ
ら
が
な
で
答
え
な
さ
い
。

問
三

傍
線
部
③
「
一
年
の
中
も
か
く
の
ご
と
し
」

と
あ
る
が
、「
一
年
の
中
も
」
ど
う
だ
と
い
う
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら

選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

気
ま
ま
に
過
ぎ
て
い
く
。

イ

危
う
い
事
態
が
生
じ
る
。

ウ

あ
と
始
末
に
追
わ
れ
る
。

エ

予
想
通
り
に
い
か
な
い
。

問
四

傍
線
部
④
「供
当
た
り
僑」
と
あ
る
が
、
そ
れ
を
文
章
Ⅰ
の
後
半
で
は
何
と
言
っ
て
い
る
か
。
五
字
以
内
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

問
五

傍
線
部
⑤
「供
安
心
僑
を
し
た
い
」
と
い
う
人
間
の
心
の
傾
向
を
、
文
章
Ⅱ
の
後
半
で
は
何
と
言
っ
て
い
る
か
。
適
当
な
一
語
を
抜
き
出
し
な
さ
い
。

問
六

傍
線
部
⑥
「
人
間
は
、
謙
虚
な
よ
う
で
傲
慢
で
も
あ
る
」
と
あ
る
が
、
傲
慢
に
な
ら
な
い
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
文
章
Ⅰ
か
ら
十
字
以
内
で
抜

き
出
し
な
さ
い
。

四

次
の
文
章
Ⅰ
・
Ⅱ
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
た
だ
し
、
文
章
Ⅱ
は
筆
者
が
兼
好
法
師
に
な
り
か
わ
っ
て
説
明
し
た
も
の
で

あ
る
。

③

①

②

④

⑤

⑥



－６－

五

次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

問
一

次
の
文
に
は
、
二
通
り
の
読
み
方
が
あ
る
の
に
、
送
り
仮
名
の
付
け
方
を
間
違
え
て
い
る
た
め
、
ど
う
読
め
ば
よ
い
の
か
分
か
ら
な
い
漢
字
が
あ
る
。
そ
の

漢
字
を
抜
き
出
し
、
正
し
い
送
り
仮
名
を
二
通
り
答
え
な
さ
い
。

問
二

次
の
熟
語
の
「
過
」
の
総
画
数
は
何
画
か
。
ま
た
、「
密
」
の
「

」
の
部
分
は
何
画
目
か
。
そ
れ
ぞ
れ
漢
数
字
で
答
え
な
さ
い
。

問
三

熟
語
の
組
み
立
て
が
「
比
較
｣
と
は
異
な
る
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

創
造

イ

縮
小

ウ

詳
細

エ

因
果

国
語
の
授
業
で
万
葉
集
に
つ
い
て
調
べ
る
こ
と
に
な
り
、
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
で
因
幡
万
葉
歴
史
館
を
訪
る
こ
と
に
し
た
。
歴
史
館
に
は
、
様
々
な
コ
ー

い
な
ば

ナ
ー
が
設
け
て
あ
り
、
因
幡
の
国
の
歴
史
や
大
伴
家
持
な
ど
万
葉
の
歌
人
に
つ
い
て
、
詳
し
く
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
そ
う
だ
。

お
お
と
も
の
や
か
も
ち

六
「
あ
な
た
が
こ
れ
ま
で
努
力
し
て
き
た
こ
と
と
、
そ
れ
を
通
し
て
得
た
も
の
」
に
つ
い
て
、
次
の
《
注
意
》
に
従
っ
て
書
き
な
さ
い
。

《
注
意
》原

稿
用
紙
の
正
し
い
使
い
方
に
従
っ
て
、
一
五
〇
字
以
上
、
二
〇
〇
字
以
内
で
書
く
こ
と
。

題
名
な
ど
は
書
か
ず
に
、
本
文
か
ら
書
き
始
め
る
こ
と
。


