
こ
と
を
こ
ち
ら
に
「
切
迫
」
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、「
顔
面
」

は
こ
ち
ら
に
そ
の
よ
う
な
「
切
迫
力
」
を
も
た
な
い
も
の
、
つ
ま
り
、
単
な
る
「
対
象
」
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

⑸　
「
交
換
不
可
能
な
存
在
」
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
考
え
て
い
く
。
本
文
で
は
、
12
段
落
に
「
特
異

な
も
の
、
個
的
な
も
の
と
し
て
の
こ
の〈
わ
た
し
〉に
対
す
る
呼
び
か
け
と
し
て
の〈
顔
〉」
と
あ
る
。

他
と
の
交
換
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、「
個
別
」
の
も
の
で
あ
り
、「
特
殊
」
な
も
の
で
あ
る
。

⑹　
〈
顔
〉の
「
切
迫
力
」
が
話
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
捉
え
て
い
く
。
11
段
落
の
初
め
に
「
だ

れ
か
へ
の
訴
え
と
し
て
の〈
顔
〉が
、
い
ま
と
て
も
貧
し
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
」

と
あ
る
。
イ
は
「
像
」、
つ
ま
り
、
テ
レ
ビ
画
面
に
映
る
顔
に
「
す
り
替
え
ら
れ
る
」
と
ま
で

は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
不
適
切
で
あ
る
。

2 

小
説（
神
西
清
「
少
年
」
よ
り
）

文
章
の
お
お
ま
か
な
内
容
は
以
下
の
と
お
り
。

【
少
年
の
気
持
ち
】

当
然
の
よ
う
な
顔
を
し
た
。

礼
を
し
た
と
き
に
、
教
師
の
体
臭
を
か
い
だ
。

　
　
　
　
　
　
　

←

煙た
ば
こ草
の
や
に
と
、
い
い
よ
う
の
な
い
じ
め
じ
め

し
た
臭に
お

い
が
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　

←

「
き
っ
と
こ
の
先
生
は
不
幸
せ
な
の
だ
」

同
情
と
一
し
ょ
に
不
快
さ
が
こ
み
あ
げ
た
。

　
　
　
　
　
　
　

←

不
快
さ
…
相
手
へ
で
は
な
く
、
同
情
を
感
じ
た

自
分
へ
の
不
快
さ
。

父
が
お
い
お
い
手
ば
な
し
で
、
ま
る
で
子
供
の

よ
う
に
泣
き
な
が
ら
家
の
中
を
う
ろ
う
ろ
し
て

い
た
。

相
手
は
無
防
備
に
す
べ
て
を
見
せ
て
い
る
の
に
、
こ
ち
ら
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
る
こ
と
な
く

そ
の
相
手
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
疑
似
的
知
覚
を
反
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
。

　
　

窃
視
的
な
視
線
の
使
い
か
た
が
身
に
つ
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
。

　

・
切
迫
的
な
力
を
失
っ
た
顔
（
＝
像
）
の
経
験
の
反
復
（
12
段
落
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

←

特
異
な
も
の
・
個
的
な
も
の
と
し
て
の
〈
わ
た
し
〉
に
対
す
る
呼
び
か
け
と
し
て
の
〈
顔
〉

は
漂
白
さ
れ
て
し
ま
う
。

　
　
　
　
　
　
　

つ
ま
り
＝

　
　
（
像
と
し
て
の
）
顔
の
過
剰
が
（
呼
び
か
け
と
し
て
の
）〈
顔
〉を
過
少
に
し
て
い
る
。

　

筆
者
が
指
摘
し
て
い
る〈
顔
〉と
顔
面
の
区
別
な
ど
の
内
容
を
よ
く
読
み
取
る
。

⑴　
「
窃
視
症
的
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
は
、
1
段
落
の
「
他
人
と
目
が
か
ち
あ
わ
な
い
よ
う

な
状
態
で
し
か
、
つ
ま
り
こ
っ
そ
り
盗
み
見
す
る
と
い
う
し
か
た
で
し
か
、
他
人
の
顔
を
ま
な

ざ
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
か
ら
つ
か
ん
で
い
く
。
そ
し
て
、
11
段
落
の
「
双
方
向
で
は
な
い
一

方
通
行
の
関
係
、
つ
ま
り
は
の
ぞ
き
見
（
窃
視
）
的
な
視
線
の
使
い
か
た
」
に
着
目
す
る
。
こ

こ
か
ら
、「
窃
視
症
的
」
と
は
「
一
方
通
行
の
関
係
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
設
問
は

「
窃
視
症
的
で
は
な
い
ふ
つ
う
の
状
況
」
を
求
め
て
い
る
の
で
、「
一
方
通
行
」
と
相
反
す
る

「
双
方
向
」
が
答
え
に
な
る
。

⑵　

同
じ
段
落
の
内
容
に
着
目
す
る
。「
う
れ
し
い
、
た
の
し
い
、
か
な
し
い
、
く
る
し
い
、
お

も
は
ゆ
い
、
は
ず
か
し
い
、
い
ら
だ
た
し
い
…
…
そ
う
い
う
感
情
に
ぴ
っ
た
り
と
対
応
す
る
顔

つ
き
が
あ
る
。
そ
し
て
た
が
い
の
表
情
を
読
み
取
り
な
が
ら
〜
」
と
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
て
、

次
の
文
で
、「
そ
の
か
ぎ
り
で
顔
と
は
記
号
で
あ
る
」
と
続
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

内
容
と
合
致
す
る
ウ
が
、
正
解
と
な
る
。

⑶　

筆
者
が
、〈
顔
〉と
顔
面
を
区
別
し
て
い
る
理
由
、
そ
の
違
い
を
読
み
取
っ
て
い
く
。
9
段
落

で
、
筆
者
は
、〈
顔
〉を
「
他
人
へ
の
呼
び
か
け
、
訴
え
か
け
、
つ
ま
り
は
ひ
と
と
し
て
の
だ
れ

か
あ
る
他
者
へ
の
切
迫
力
の
あ
る
現
れ
が
、〈
顔
〉と
い
う
現
象
な
の
だ
と
思
う
」
と
述
べ
て
い

る
。
そ
れ
を
受
け
て
、
10
段
落
で
、「〈
顔
〉は
、
そ
う
い
う
、
ひ
と
と
ひ
と
と
の
じ
か
の
接
触

の
な
か
で
生
ま
れ
る
の
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
部
分
か
ら
書
き
抜
い
て
い
く
。

⑷　

こ
の
段
落
は
「
そ
う
い
う
せ
ま
り
く
る
〜
」
と
い
う
一
文
で
始
ま
っ
て
い
る
の
で
、
前
の
段

落
の
内
容
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
前
の
段
落
の
中
で
、
筆
者
は
、〈
顔
〉は
見
ら
れ
る

小
学
校
の
修
業
式

少
年
は
級
の
総
代
に
え
ら
ば
れ
た
。

受う
け

持も
ち

教
師
の
家
で
進
級
式
で
の
作
法
や

進
退
を
教
え
ら
れ
、
練
習
を
し
た
。

修
業
式
の
五
日
ほ
ど
前

祖
母
が
息
を
ひ
き
と
っ
た
。

持
病
が
な
か
っ
た
の
で
老
衰
死
で
あ
る
。
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・
甘
え
ら
れ
な
か
っ
た
思
い
。

・
祖
母
の
い
な
い
空
虚
さ
を
感
じ
た
。

・
祖
母
な
ら
ば
「
よ
か
っ
た
の
う
」
と
言
っ
て
、

ほ
う
び
を
出
し
て
く
れ
、
頭
を
撫な

で
て
く
れ
た

は
ず
。
し
か
し
、
そ
れ
を
し
て
く
れ
る
人
は
五

日
ほ
ど
前
か
ら
、
突
然
い
な
く
な
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　

←

・
祖
母
不
在
の
感
覚
が
、
痛
い
ほ
ど
少
年
を
し

め
つ
け
た
。

・
一
種
の
罪
障
感
と
自
責
の
念
が
、
黒
々
と
よ

ど
ん
で
い
た
。

　

祖
母
… 

少
年
は
、
甘
え
ぬ
き
同
時
に
ま
た
避

け
ぬ
い
た
。
自
分
か
ら
何
の
感
謝
の

し
る
し
も
受
け
と
ら
ず
に
、
黙
っ
て

死
ん
だ
。

・
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
も
の
が
「
死
」
で
あ
る
。

・
空
虚
感
と
自
分
へ
の
怒
り
。

・
し
ま
っ
た
、
と
思
っ
た
。

「
母
」
と
「
祖
母
」
の
違
い
か
ら
、「
祖
母
」
を
失
っ
た
空
虚
感
を
感
じ
た
「
少
年
」
の
心
の
動

き
を
読
み
取
る
。

⑴
① 　

直
前
の
「
息
を
」
に
着
目
す
る
。「
息
を
ひ
き
と
る
」
と
は
「
死
ぬ
」
と
い
う
意
味
で
あ

る
。

　

② 　

直
前
の
「
眼
を
」
に
続
く
こ
と
ば
で
あ
る
。「
母
」
は
、「
少
年
」
を
哀
れ
む
よ
う
に
じ
っ

と
見
つ
め
て
い
た
眼
を
、
よ
そ
へ
そ
ら
し
た
、
と
い
う
文
脈
に
な
る
。

⑵
ａ 　
「
祖
母
へ
の
追
慕
」
と
「
一
種
の
罪
障
感
と
自
責
の
念
」
の
関
係
か
ら
考
え
て
い
く
。「
裏

　
　
　
　
　
　
　

←

父
の
様
子
を
何
か
不
思
議
な
見
物
を
見
る
よ
う

に
眺
め
た
。

祖
母
の
口
を
割わ
り

箸ば
し

の
先
に
つ
け
た
ガ
ー
ゼ
で
拭ふ

か
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　

←

・
老
女
の
し
な
び
き
っ
た
唇
を
、
醜
い
と
感
じ

た
だ
け
に
過
ぎ
な
い
。

・
半
公
開
の
儀
式
に
ま
で
仕
立
て
る
大
人
た
ち

の
愚
か
さ
に
、
へ
ん
な
軽
蔑
の
情
を
お
ぼ
え

た
だ
け
に
す
ぎ
な
い
。

・
祖
母
に
同
情
。

・
あ
の
犬
が
見
て
い
た
何
か
人
間
の
目
に
は
見

え
ぬ
も
の
が
、
つ
ま
り
死
な
の
だ
と
思
っ
た
。

・
長
た
ら
し
く
退
屈
な
、
無
意
味
な
行
事
。

・
み
じ
め
な
さ
ら
し
者
に
さ
れ
て
い
る
自
分
だ

け
を
意
識
。

・
腹
だ
た
し
く
、
口
惜
し
か
っ
た
。

・
母
は
、
ち
ょ
っ
と
ひ
ろ
げ
て
み
て
、「
そ
う
」

と
に
こ
り
と
も
せ
ず
、
呟つ
ぶ
や

く
よ
う
に
言
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　

←

「
よ
か
っ
た
ね
」
に
類
す
る
慰
め
の
一
言
が
欲

し
か
っ
た
。
少
年
は
甘
え
た
か
っ
た
。
ほ
ん
の

少
し
。
た
だ
、
ほ
ん
の
少
し
。

　
　
　
　
　
　
　

←

祖
母
の
死
ぬ
日
の
朝
、
近
所
の
大
き
な
黒
犬
が

庭
へ
ま
ぎ
れ
こ
み
、
し
き
り
に
遠と
お
吠ぼ

え
を
し
た
。

葬
列
や
葬
式

修
業
式
後
帰
宅
し
た
。

母
に
小
さ
な
免
状
と
大
き
な
優
等
証
書
を
見

せ
た
。

自
分
の
勉
強
机
の
前

母
に
「
お
祖ば

母あ

さ
ん
は
？
」
と
口
に
出
し
た
。

母
は
け
げ
ん
そ
う
に
少
年
を
見
た
。

哀
れ
む
よ
う
に
じ
っ
と
見
つ
め
た
眼め

を
、
よ

そ
へ
そ
ら
し
た
。
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感
じ
る
と
あ
る
。
ま
た
、「
祖
母
」
に
つ
い
て
は
、「
甘
え
ぬ
き
同
時
に
ま
た
避
け
ぬ
い
た
」
と

あ
る
。
こ
の
二
つ
の
部
分
の
こ
と
ば
を
用
い
て
ま
と
め
て
い
く
。

3 

古
文（「
宇
治
拾
遺
物
語
」
よ
り
）

〈
全
訳
〉今
は
昔
、
丹た
ん

後ご

の
国
（
今
の
京き
ょ
う

都と

府
の
北
部
）
に
年
老
い
た
尼あ
ま

が
い
た
。
地
蔵
菩ぼ

薩さ
つ

は

い
つ
も
夜
明
け
前
ご
と
に
お
歩
き
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
、
ち
ら
っ
と
聞
い
て
、
夜
明
け
前
の
た

び
に
、
地
蔵
を
拝
み
申
そ
う
と
、
あ
た
り
一
帯
を
夢
中
で
歩
く
と
、
ぼ
ん
や
り
し
て
い
た
ば
く
ち

打
ち
が
（
尼
を
）
見
て
、「
尼あ
ま

公ぎ
み

は
こ
の
寒
い
の
に
何
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
か
」
と
言
う
と
、

「
地
蔵
菩
薩
が
夜
明
け
前
に
お
歩
き
に
な
る
と
い
う
の
で
、
お
会
い
申
そ
う
と
、
こ
の
よ
う
に
歩

い
て
い
る
の
で
す
」
と
言
う
と
、「
地
蔵
が
お
歩
き
に
な
る
道
は
、
わ
た
し
が
よ
く
知
っ
て
い
ま

す
。
さ
あ
い
ら
っ
し
ゃ
い
な
。
会
わ
せ
申
し
ま
し
ょ
う
」
と
言
う
と
、「
あ
あ
、
う
れ
し
い
こ
と

よ
。
地
蔵
の
お
歩
き
に
な
る
と
こ
ろ
へ
、
わ
た
し
を
連
れ
て
行
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
言
う
と
、

「
わ
た
し
に
物
を
お
与
え
く
だ
さ
い
。
す
ぐ
に
お
連
れ
申
し
ま
し
ょ
う
」
と
言
う
の
で
、「
こ
の
着

て
い
る
着
物
を
差
し
上
げ
ま
し
ょ
う
」
と
言
う
と
、「
さ
あ
、
い
ら
っ
し
ゃ
い
」
と
言
っ
て
、
隣

の
家
へ
連
れ
て
行
く
。

　

尼
は
、
喜
ん
で
、
急
い
で
行
く
と
、
そ
こ
の
家
の
子
供
に
、
地
蔵
と
い
う
名
前
の
子
が
い
た
が
、

（
ば
く
ち
打
ち
は
）
そ
の
子
の
親
と
付
き
合
い
を
し
て
い
た
の
で
、「
地
蔵
は
（
ど
こ
に
い
る
）」

と
尋
ね
る
と
、
親
は
、「
遊
び
に
行
っ
た
。
も
う
す
ぐ
帰
る
だ
ろ
う
」
と
言
う
と
、「
さ
あ
、
こ
こ

で
す
。
地
蔵
の
い
ら
っ
し
ゃ
る
所
は
」
と
言
う
と
、
尼
は
、
う
れ
し
く
な
っ
て
、
つ
む
ぎ
の
着
物

を
脱
い
で
や
る
と
、
ば
く
ち
打
ち
は
、
急
い
で
受
け
取
っ
て
去
る
。

　

尼
は
、
地
蔵
に
お
会
い
申
そ
う
と
待
っ
て
い
た
が
、
親
た
ち
は
合
点
が
い
か
ず
、
ど
う
し
て
こ

の
子
に
会
お
う
と
思
う
の
だ
ろ
う
と
不
思
議
が
っ
て
い
る
う
ち
に
、
十
歳
く
ら
い
の
子
供
が
来
る

の
を
、「
さ
あ
、
地
蔵
で
す
」
と
言
う
と
、
尼
は
、
見
る
や
い
な
や
、
夢
中
に
な
っ
て
、
こ
ろ
げ

ま
わ
り
、
拝
み
込
ん
で
地
面
に
う
つ
伏
し
た
。
子
供
は
、
細
長
い
若
枝
を
持
っ
て
、
遊
び
な
が
ら

や
っ
て
来
た
の
で
、
そ
の
若
枝
で
、
手
遊
び
の
よ
う
に
、
額
を
ひ
っ
か
く
と
、
額
か
ら
顔
の
辺
り

ま
で
裂
け
て
し
ま
っ
た
。
裂
け
た
中
か
ら
、
言
い
よ
う
の
な
い
あ
り
が
た
い
地
蔵
の
お
顔
が
、
お

現
れ
に
な
る
。
尼
が
、
拝
み
込
ん
で
仰
ぎ
見
る
と
、
こ
の
よ
う
に
お
立
ち
に
な
っ
て
い
る
の
で
、

涙
を
流
し
て
、
拝
み
込
み
申
し
て
、
そ
の
ま
ま
極
楽
往
生
を
と
げ
た
。

　

そ
の
よ
う
に
、
心
に
深
く
念
じ
さ
え
す
れ
ば
、
仏
も
お
姿
を
お
見
せ
に
な
る
も
の
で
あ
る
と
信

じ
る
が
よ
い
。

⑴
① 　
「
世
界
」
に
は
「
世
の
中
、
世
間
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
直
前
の
「
暁

は
ら
」
と
は
「
裏
表
、
反
対
、
あ
べ
こ
べ
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
と
も
に
、「
少
年
」
の

感
情
で
あ
り
、「
関
係
が
な
い
も
の
」
と
ま
で
は
言
い
切
れ
な
い
の
で
、
イ
は
適
切
で
な
い
。

　

ｂ 　
「
け
げ
ん
」
は
「
不
思
議
で
、
納
得
の
い
か
な
い
さ
ま
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
祖
母
」

が
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
に
、「
少
年
」
が
「
お
母
さ
ん
…
…
お
祖
母
さ
ん
は
？
」
と
言
っ
た

の
で
、「
母
」
は
不
思
議
に
思
っ
て
「
少
年
」
を
見
た
の
で
あ
る
。

⑶　
「
相
手
に
た
い
す
る
不
快
さ
で
は
な
い
。
同
情
と
い
う
心
理
に
た
い
す
る
先
天
的
な
不
快
さ

で
あ
っ
た
」
と
続
い
て
い
る
。「
少
年
」
は
、「
教
師
」
の
体
臭
で
あ
る
煙
草
の
や
に
と
、
も
う

一
つ
、
何
か
い
い
よ
う
の
な
い
じ
め
じ
め
し
た
臭
い
に
、「
き
っ
と
こ
の
先
生
は
不
幸
せ
な
の

だ
」
と
同
情
し
た
が
、
そ
う
い
う
同
情
の
気
持
ち
を
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
覚
え
る
自
分
に
対

し
て
、「
不
快
さ
」
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑷　
「
祖
母
」
が
死
ん
だ
と
き
、「
少
年
」
が
「
何
か
死
の
実
感
に
似
た
も
の
」
を
感
じ
た
の
は
、

「
あ
の
犬
が
見
て
い
た
何
か
人
間
の
目
に
は
見
え
ぬ
も
の
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
五
日
が
経

過
し
、「
祖
母
の
死
を
、
は
っ
き
り
現
実
と
し
て
受
け
と
っ
た
」
の
は
、
修
業
式
が
済
ん
で
、

免
状
と
優
等
証
書
を
持
っ
て
、
家
に
帰
っ
て
き
た
あ
と
で
あ
る
。「
少
年
」
は
、「
母
」
か
ら

「
よ
か
っ
た
ね
」
と
い
う
言
葉
を
か
け
て
ほ
し
か
っ
た
が
、
そ
う
い
う
言
葉
は
な
か
っ
た
。
そ

の
と
き
に
「
祖
母
」
の
「
死
の
実
感
」
を
身
に
し
み
て
感
じ
た
の
で
あ
る
。「
死
」
と
は
、「
空

虚
」
で
「
不
在
」
で
「
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
「
少
年
」
は
理

解
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

⑸　
「
少
年
」
は
「
祖
母
」
を
思
い
出
し
て
い
る
。「
祖
母
」
な
ら
、「
母
」
と
違
っ
て
「
よ
か
っ
た
の

う
」
と
言
っ
て
く
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
頭
を
撫
で
た
り
、
ほ
う
び
を
出
し
て
く
れ
た
り
し
た
だ

ろ
う
が
、
そ
の
と
き
、
そ
う
い
う
「
祖
母
」
を
傷
つ
け
な
い
よ
う
に
、
無
理
に
嬉う
れ

し
そ
う
な
顔
を

し
た
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。「
体
裁
を
整
え
る
」
と
い
う
意
味
の
「
つ
く
ろ
う
」
か
ら
考
え
て
い

く
。

⑹　

直
前
の
二
つ
の
内
容
か
ら
考
え
て
い
く
。「
祖
母
の
い
な
い
空
虚
さ
」
と
あ
る
の
で
、「
空
虚

感
」
は
、「
祖
母
」
の
死
に
よ
る
不
在
が
生
じ
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
自
分
へ
の
怒

り
」
と
は
、「
一
種
の
罪
障
感
と
自
責
の
念
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
具
体
的
に
は
、「
祖
母
は
、

自
分
か
ら
何
の
感
謝
の
し
る
し
も
受
け
と
ら
ず
に
、
黙
っ
て
死
ん
で
行
っ
た
の
だ
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
、「
祖
母
」
に
「
感
謝
の
し
る
し
」
を
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
自
分
を
責
め
る
思
い
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

⑺　
「
母
」
に
つ
い
て
は
、「
心
の
ど
こ
か
で
愛
し
て
は
い
る
の
だ
が
〜
一
種
の
嫌
悪
と
反
発
」
を
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5 

文
法

⑴　

格
助
詞
の
「
に
」
で
、「
買
う
」
が
「
行
く
」
と
い
う
動
作
の
目
的
を
表
し
て
い
る
の
で
、

イ
で
あ
る
。

⑵　

格
助
詞
で
相
手
を
表
す
「
に
」
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
エ
で
あ
る
。

⑶　

格
助
詞
で
状
態
を
表
す
「
に
」
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
オ
で
あ
る
。

⑷　

格
助
詞
で
鬼
に
金
棒
を
添
え
る
と
い
う
意
味
を
表
し
て
い
る
「
に
」
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
ウ

で
あ
る
。

⑸　

格
助
詞
で
信
号
の
色
が
変
化
し
、
赤
色
が
生
じ
た
こ
と
を
表
す
「
に
」
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

ア
で
あ
る
。

6 

漢
字
の
読
み
書
き

⑴　

神
社
や
寺
院
の
敷
地
の
こ
と
。「
境
」
の
読
み
方
に
注
意
。「
キ
ョ
ウ
」
で
は
な
い
。

⑵　
「
似
」
の
読
み
方
に
注
意
。「
類
似
」「
相
似
」
の
よ
う
に
「
ジ
」
で
あ
る
。

⑶　
「
朗
」
の
音
読
み
は
「
ロ
ウ
」
で
あ
る
。「
朗
」
を
使
っ
た
熟
語
に
「
明
朗
」
な
ど
が
あ
る
。

⑷　
「
道
理
や
原
因
な
ど
を
徹
底
的
に
追
究
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
の
「
究

明
」
で
あ
る
。

⑸　
「
隠
」
を
「
穏
」
と
書
か
な
い
こ
と
。

 

確
認
し
よ
う
！
　
●
「
に
」
の
識
別
●

問
題
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
「
に
」
は
、
す
べ
て
格
助
詞
の
「
に
」
で
あ
る
。「
に
」

に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。

・
副
詞
の
一
部
…
「
す
で
に
」「
大
い
に
」　

な
ど

・
形
容
動
詞
の
一
部
…
「
静
か
に
」「
豊
か
に
」　

な
ど

・
接
続
助
詞
「
の
に
」
の
一
部
…
見
た
い
の
に
見
ら
れ
な
い
。

・
助
動
詞
の
一
部
…
「
来
る
よ
う
に
」「
降
り
そ
う
に
」　

な
ど

　

す
べ
て
が
助
詞
の
「
に
」
と
は
限
ら
な
い
の
で
、
注
意
し
よ
う
。

ご
と
に
、
地
蔵
見
奉

た
て
ま
つ

ら
ん
と
て
」
か
ら
、「
あ
た
り
一
帯
」
の
意
味
に
な
る
。

　

② 　

こ
こ
で
の
「
や
が
て
」
は
「
す
ぐ
に
、
た
だ
ち
に
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
わ
た
し
に

物
を
お
与
え
く
だ
さ
い
。（
そ
う
す
れ
ば
）
す
ぐ
に
お
連
れ
申
し
ま
し
ょ
う
」
と
、
ば
く
ち

打
ち
は
言
っ
た
の
で
あ
る
。

⑵　

地
蔵
菩
薩
の
い
る
場
所
に
案
内
さ
れ
た
「
老ろ
う

尼に

」
は
、「
う
れ
し
く
て
、
つ
む
ぎ
の
き
ぬ
を

ぬ
ぎ
て
、
取
ら
」
せ
て
い
る
。「
つ
む
ぎ
」
と
は
、
絹
織
物
の
一
つ
で
あ
る
。

⑶　
「
そ
こ
の
子
に
、
地
蔵
と
い
ふ
童
あ
り
け
る
を
、
そ
れ
が
親
を
知
り
た
り
け
る
」
と
あ
る
の

で
、「
そ
れ
」
が
「
童
」
を
指
し
て
い
る
。

⑷　

ば
く
ち
打
ち
は
「
老
尼
」
に
対
し
、「
く
は
、
こ
こ
な
り
。
地
蔵
の
お
は
し
ま
す
所
は
」
と

言
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
聞
い
て
、「
老
尼
」
は
、
地
蔵
菩
薩
の
い
る
場
所
が
わ
か
り
、
う
れ
し

く
な
っ
て
い
る
。

⑸　
「
童
」
は
地
蔵
と
い
う
名
前
で
は
あ
る
が
、
本
物
の
地
蔵
菩
薩
で
は
な
い
。
わ
が
子
の
地
蔵

を
訪
ね
て
き
て
、
さ
ら
に
、
喜
ん
で
い
る
「
老
尼
」
を
見
た
親
は
、
な
ぜ
こ
の
子
に
会
い
に
来

た
の
だ
ろ
う
と
、
不
思
議
に
思
っ
た
の
で
あ
る
。

⑹　

地
蔵
と
い
う
名
の
童
が
、
細
長
い
若
枝
で
、
手
遊
び
の
よ
う
に
額
を
ひ
っ
か
く
と
、
額
が
裂

け
、
そ
の
中
か
ら
、
あ
り
が
た
い
地
蔵
菩
薩
の
お
顔
が
現
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
心
に
深
く
念

じ
て
い
る
と
、
仏
さ
ま
も
お
姿
を
お
見
せ
に
な
る
、
と
い
う
内
容
の
説
話
で
あ
る
。

4 

詩（
山
本
太
郎
「
生
れ
た
子
に
」
よ
り
）

⑴　
「
生
れ
た
子
に
」
と
い
う
題
の
詩
で
あ
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
る
。
生
ま
れ
た
以
上
は
、
た

と
え
、
そ
の
人
生
に
は
挫ざ

折せ
つ

や
困
難
が
待
ち
受
け
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
人
生
を
歩
ん
で
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑵　
「
太
陽
」
は
ど
う
い
う
も
の
の
象
徴
か
を
捉
え
る
。
ま
た
、「
投
げ
る
」
の
は
、「
小
さ
な
疑

い
の
石
」
で
あ
る
。
そ
の
「
石
」
は
三
〇
年
も
す
れ
ば
、
落
ち
て
自
分
の
額
を
撃
つ
だ
ろ
う
が
、

そ
れ
ま
で
は
、
希
望
を
持
っ
て
積
極
的
に
行
動
し
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
が
、
こ
の
表
現
に
は

込
め
ら
れ
て
い
る
。　

⑶　

父
親
も
ま
た
挫
折
や
絶
望
を
し
、
そ
こ
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
き
た
こ
と
を
述
べ
な
が
ら
、
自

分
の
子
に
も
そ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
を
込
め
た
詩
で
あ
る
。
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補 

充 

問 

題

1 

次
の
各
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

⑴　

①
〜
③
の
各
文
の

に
入
る
適
切
な
語
を
あ
と
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記
号
で
答
え
な

さ
い
。

　

①　

あ
の
作
家
は
、
長
期
間

を
ひ
そ
め
て
い
た
が
、
活
動
を
再
開
し
た
。

　

②　

今
ま
で
抑
え
て
い
た
感
情
が
、

を
切
っ
た
よ
う
に
あ
ふ
れ
出
し
た
。

　

③　

相
手
に
と
っ
て
良
い
条
件
で
、
こ
ち
ら
は

を
食
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　
ア　

口
火　
　

イ　

手　
　
　
　

ウ　

声

　
エ　

割　
　
　

オ　

拍
車　
　
　

カ　

せ
き

　
キ　

鳴
り　
　

ク　

し
の
ぎ　
　

ケ　

泡

⑵　

①
・
②
の
上
と
下
の
熟
語
が
対
義
語
に
な
る
よ
う
に
、

に
入
る
共
通
の
漢
字
を
、
あ

と
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　

①　

可

　

・　

否

　

②　

就

　

・　

辞

　
ア　

業　
　

イ　

能　
　

ウ　

任

　
エ　

去　
　

オ　

退　
　

カ　

決

⑸　
「
倹
」
を
「
検
」「
険
」「
剣
」
と
混
同
し
な
い
よ
う
に
。

⑹　
「
映
」
の
訓
読
み
に
は
、
ほ
か
に
「
う
つ
（
る
）」
も
あ
る
。
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3 

次
の
文
章
は
、
あ
る
中
学
校
の
コ
ー
ラ
ス
部
の
秋あ

き

山や
ま

さ
ん
が
学
校
だ
よ
り
に
掲
載
す
る
た
め
に

書
い
た
部
活
動
の
報
告
文
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

私
た
ち
コ
ー
ラ
ス
部
は
、
県
大
会
に
ア
向
け
て
、
毎
日
一
生
懸
命
練
習
し
て
い
ま
す
。

　

今
の
私
た
ち
の
モ
ッ
ト
ー
は
「
①
石
に
立
つ
矢
」
で
す
。
こ
れ
は
何
事
も
一
心
に
や
れ
ば
で
き

る
は
ず
だ
と
い
う
た
と
え
を
表
し
た
故
事
成
語
で
す
。
②
県
内
に
は
、
全
国
大
会
で
も
優
秀
な
成

績
を
収
め
た
学
校
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
最
初
は
、
努
力
を
し
て
も
む
だ
な
の
で
は

な
い
か
と
言
い
出
し
練
習
に
身
が
イ
入
ら
な
い
部
員
も
い
て
、
部
全
体
が
③
や
ぶ
さ
か
で
な
い
雰

囲
気
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
皆
で
話
し
合
い
を
し
て
、
昨
年
五
位
で
悔
し
い
気
持
ち
を
ウ
味
わ

っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
、
県
大
会
ま
で
で
き
る
こ
と
は
な
ん
で
も
エ
や
ろ
う
と
決
め
ま
し
た
。
そ

れ
か
ら
は
、
先
生
や
専
門
家
の
方
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
④
し
て
も
ら
い
な
が
ら
、
よ
り
よ
い
練
習
方

法
を
オ
た
め
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
以
前
よ
り
も
集
中
し
て
時
間
を
む
だ
に
し
な
い
よ
う
に
み
ん

な
で
気
合
い
を
入
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
成
果
を
コ
ン
ク
ー
ル
で
発
揮
し
た
い
で
す
。

　

コ
ン
ク
ー
ル
は
、
コ
ー
ラ
ス
部
で
は
な
い
一
般
の
方
も
入
場
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
⑤
案
内
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
足
を
運
ん
で
く
だ
さ
い
。

⑴　
　
　

線
ア
〜
オ
の
五
つ
の
動
詞
の
う
ち
、
他
と
活
用
の
種
類
が
異
な
る
も
の
を
一
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。

⑵　
　
　

線
①
「
石
に
立
つ
矢
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
中
国
の
古
典
『
史
記
』
に
由
来
す
る

こ
と
ば
で
す
。
そ
の
由
来
と
な
っ
た
、
次
の
漢
文
の　
　

線
部
を
書
き
下
し
文
に
改
め
た
も
の

と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
あ
と
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

廣こ
う　

出い　

猟か
り

、シ

見　

草　

中　

石
、
以も

つ　

為な　

虎　

而　

射　

之こ
れ

、ヲ

中あ
た　

石　

没　

 
鏃や
じ
り

。ヲ

視み　

之　

石　

也な
り

。
因よ　

復ま　

更さ
ら　

射　

之
、ヲ

終つ
い　

不ず　

能あ
た　

復　

入　

石　

矣
。

デ
テ

二

ノ

ヲ一

テ

シ
テ

レ

ト

レ

リ
テ

レ

ニ

スレ

レ
バ

レ

ヲ

リ
テ

タ

ニ

レ ル
モ

ニ

レ

二 ハ

タ

一レ ル
コ
ト

ニ

2 
次
の
⑴
〜
⑸
の
　
　
線
部
と
同
じ
漢
字
を
使
う
も
の
を
、
あ
と
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記
号
で

答
え
な
さ
い
。

⑴　

彼
の
態
度
は
、
他
者
を
イ
ア
ツ
す
る
も
の
だ
っ
た
。

ア　

事
件
の
ケ
イ
イ　
　
　

イ　

イ
ケ
イ
の
念　
　

ウ　

イ
ダ
イ
な
選
手

エ　

物
理
学
の
ケ
ン
イ　
　

オ　

文
化
イ
サ
ン

⑵　

こ
の
映
画
は
フ
キ
ュ
ウ
の
名
作
で
あ
る
。

ア　

ロ
ウ
キ
ュ
ウ
化　
　
　

イ　

キ
ュ
ウ
チ
の
仲　
　

ウ　

責
任
ツ
イ
キ
ュ
ウ　

エ　

罪
の
キ
ュ
ウ
ダ
ン　
　

オ　

真
相
キ
ュ
ウ
メ
イ

⑶　

地
域
経
済
の
ハ
ン
エ
イ
を
願
う
。

ア　

ハ
ン
セ
ン
に
乗
る　
　

イ　

親
の
ド
ウ
ハ
ン　
　

ウ　

馬
の
ハ
ン
シ
ョ
ク

エ　

シ
ハ
ン
の
商
品　
　
　

オ　

絵
画
の
ハ
ン
ニ
ュ
ウ

⑷　

こ
の
小
説
は
、
久
し
ぶ
り
に
心
の
キ
ン
セ
ン
に
触
れ
る
。

ア　

キ
ン
ト
ウ
に
分
け
る　
　

イ　

キ
ン
ル
イ
の
観
察　
　

ウ　

ゾ
ウ
キ
ン

エ　

モ
ッ
キ
ン
の
演
奏　
　
　

オ　

キ
ン
コ
ツ
た
く
ま
し
い

⑸　

私
は
、
料
理
が
得
意
だ
と
ジ
フ
し
て
い
る
。

ア　

ピ
ア
ノ
の
ガ
ク
フ　
　

イ　

ボ
ウ
フ
剤　
　

ウ　

手
の
フ
シ
ョ
ウ

エ　

フ
ユ
ウ
な
地
主　
　
　

オ　

急
フ
ジ
ョ
ウ
す
る
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●
解
答
●

1 

⑴
①　

キ　
　

②　

カ　
　

③　

エ

⑵
①　

カ　
　

②　

ウ

2 

⑴　

エ

⑵　

ア

⑶　

ウ

⑷　

エ

⑸　

ウ

3 

⑴　

ア

⑵　

エ

⑶　

エ

⑷　

ア

⑸　

エ

ア　

因
り
て
復
た
更
に
射
る
も
之
を
、
終
に
能
は
ず
復
た
石
に
入
る
こ
と

イ　

因
り
て
復
た
更
に
之
を
射
る
も
、
復
た
終
に
石
に
入
る
こ
と
能
は
ず

ウ　

因
り
て
復
た
更
に
射
る
も
之
を
、
復
た
終
に
能
は
ず
石
に
入
る
こ
と

エ　

因
り
て
復
た
更
に
之
を
射
る
も
、
終
に
復
た
石
に
入
る
こ
と
能
は
ず

オ　

因
り
て
復
た
更
に
之
を
射
る
も
、
終
に
復
た
入
る
こ
と
石
に
能
は
ず

⑶　
　
　

線
②
「
県
内
に
は
」
が
修
飾
し
て
い
る
文
節
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
選

び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

全
国
大
会
で
も　
　

イ　

収
め
た

ウ　

学
校
が　
　
　
　
　

エ　

集
ま
っ
て

⑷　
　
　

線
③
「
や
ぶ
さ
か
で
な
い
」
は
、
本
来
の
意
味
で
は
な
い
使
わ
れ
方
を
し
て
い
ま
す
。

「
や
ぶ
さ
か
で
な
い
」
が
本
来
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
例
文
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を

次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

親
友
の
頼
み
な
ら
協
力
す
る
の
は
誰
も
が
や
ぶ
さ
か
で
な
い
は
ず
だ
。

イ　

気
分
が
や
ぶ
さ
か
で
な
い
の
で
、
朝
か
ら
晩
ま
で
ふ
さ
ぎ
こ
ん
で
い
た
。

ウ　

や
ぶ
さ
か
で
な
い
こ
と
を
や
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
心
か
ら
謝
っ
た
。

エ　

自
分
が
昨
日
食
べ
た
も
の
を
思
い
出
そ
う
と
し
て
も
や
ぶ
さ
か
で
な
い
。

オ　

自
分
に
と
っ
て
や
ぶ
さ
か
で
な
い
こ
と
は
素
直
に
断
っ
た
ほ
う
が
い
い
。

⑸　
　
　

線
④
「
し
て
も
ら
い
」
と　
　

線
⑤
「
案
内
し
ま
す
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
適
切
な
敬
語
表

現
に
直
し
た
も
の
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え

な
さ
い
。

ア　

④
＝
致
し
て
い
た
だ
き　
　
　

⑤
＝
ご
案
内
し
ま
す

イ　

④
＝
し
て
く
だ
さ
り　
　
　
　

⑤
＝
案
内
な
さ
り
ま
す

ウ　

④
＝
致
し
て
い
た
だ
き　
　
　

⑤
＝
案
内
な
さ
り
ま
す

エ　

④
＝
し
て
い
た
だ
き　
　
　
　

⑤
＝
ご
案
内
し
ま
す

オ　

④
＝
し
て
い
た
だ
き　
　
　
　

⑤
＝
案
内
な
さ
り
ま
す
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