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（国語―1）１日

〔一〕　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

　

日
本
語
の
歴
史
を
辿
っ
て
く
る
と
、
現
代
の
私
た
ち
は
、
過
去
の
人
々
の
大
変
な
努
力
を
知
ら
ず
に
享
受
し
て
い
た
こ
と
に
気
づ
い
た
と

思
い
ま
す
。
最
も
す
ば
ら
し
い
過
去
か
ら
の
贈
り
物
は
、
日
本
語
の
文
章
で
す
。
漢
字
か
な
交
じ
り
文
を
採
用
し
、
言
文
一
致
を
完
成
さ
せ

て
あ
る
の
で
す
。

　

平
安
時
代
に
さ
ま
ざ
ま
の
文
章
を
こ
こ
ろ
み
、
そ
の
な
か
で
最
も
優
れ
て
い
る
漢
字
か
な
交
じ
り
文
を
明
治
時
代
に
採
用
し
、
現
在
に

至
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
現
代
人
は
、
漢
字
か
な
交
じ
り
文
を
当
た
り
前
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
が
、
過
去
の
人
々
の
英
知
の⒜
タ
マ
モ

ノ
な
の
で
す
。
こ
ん
な
特
色
が
あ
り
ま
す
。
語
と
語
と
の
間
を
切
ら
ず
に
書
け
る
こ
と
で
す
。
ち
ょ
っ
と
、
英
語
を
思
い
出
し
て
く
だ
さ

い
。

　

M
y father is ill in bed.

　

語
と
語
の
間
に
は
、
必
ず
空
白
が
入
り
ま
す
。
こ
れ
を
日
本
語
の
漢
字
か
な
交
じ
り
文
で
書
い
て
み
ま
す
。「
父
は
病
気
で
寝
て
い
る
。」

と
な
っ
て
、
語
と
語
の
間
に
は
空
白
が
入
り
ま
せ
ん
。
世
界
で
最
も
体
系
的
に
作
ら
れ
て
い
る
ハ
ン
グ
ル
も
、
世
界
で
最
も
簡
素
な
文
字
体

系
の
ロ
ー
マ
字
も
、
イ
ス
ラ
ム
文
化
圏
で
通
用
し
て
い
る
ア
ラ
ビ
ア
文
字
も
、
す
べ
て
文
章
を
書
く
時
に
は
、
語
と
語
の
間
に
空
白
を
入
れ

て
書
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
同
じ
種
類
の
文
字
が
続
く
た
め
に
、
語
の
切
れ
目
が
分
か
り
に
く
い
か
ら
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
漢
字
か
な

交
じ
り
文
は
、
異
種
類
の
文
字
で
構
成
さ
れ
る
た
め
に
、
切
れ
目
を
入
れ
な
く
て
も
、
一
目
瞭
然
。
さ
ら
に
、
句
読
点
を
併
用
す
れ
ば
、
わ

か
り
や
す
い
こ
と
こ
の
上
な
し
で
す
。

　

そ
の
う
え
、⑴
書
く
べ
き
文
章
は
、
話
し
言
葉
と
一
致
さ
せ
て
あ
る
。
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
が
違
っ
て
い
る
と
、
書
く
た
め
に
必
要
な

語
や
言
い
回
し
を
別
に
学
ば
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
か
ら
、
文
章
を
書
く
こ
と
の
で
き
る
人
間
が
今
よ
り
も
少
な
く
な
っ
て
い
た
は
ず
で

す
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
、
書
き
言
葉
が
話
し
言
葉
と
違
っ
て
い
る
と
、
自
分
の
思
い
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。



（国語―2）１日

思
っ
た
通
り
に
話
し
言
葉
で
書
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
血
の
通
っ
た
文
章
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
話
す
言
葉
を
存
分
に
使
え
る

文
章
で
、
世
界
の⒝
ケ
ッ
サ
ク
の
一
つ
『
源
氏
物
語
』
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
思
い
出
し
て
く
だ
さ
い
。
話
す
言
葉
で
文
章
が
書
け
る
と
い

う
こ
と
が
、
優
れ
た
文
学
作
品
の
誕
生
に
い
か
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
か
が
分
か
り
ま
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
文
字
と
語
彙
に
関
し
て
は
、
問
題
が
あ
り
ま
す
。
日
本
人
は
、
日
本
語
を
と
に
も
か
く
に
も
文
字
で
書
き
表
そ
う
と
し

て
、
お
隣
の
文
化
国
家
で
あ
る
中
国
か
ら
漢
字
を
借
り
入
れ
て
き
ま
し
た
。
漢
字
を
借
り
入
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、⑵
日
本
語
は
豊
か
に

な
っ
た
と
同
時
に
、
煩
雑
さ
も
背
負
い
込
み
ま
し
た
。

　

豊
富
な
証
拠
は
、
微
妙
な
意
味
の
差
を
漢
字
で
書
き
表
せ
る
こ
と
で
す
。「
な
く
」
と
い
う
語
を
漢
字
で
書
こ
う
と
す
る
時
、「
泣
く
」「
啼

く
」「
鳴
く
」
の
ど
れ
を
使
う
か
に
よ
っ
て
、
細
か
な
意
味
の
違
い
を
表
せ
る
の
で
す
。「
あ
う
」
も
、「
合
う
」「
会
う
」「
逢
う
」「
遭
う
」「
遇

う
」
の
ど
れ
を
選
ぶ
か
に
よ
っ
て
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
を
出
せ
ま
す
。

　

こ
ん
な
潤
沢
さ
を
享
受
で
き
る
の
で
す
が
、
一
方
で
は
、
か
な
り
の
知
識
人
で
も
漢
字
が
読
め
な
い
と
い
う
事
態
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
、
漢
字
一
字
に
多
く
の
読
み
を
与
え
す
ぎ
て
い
ま
す
。

　
「
行
」
と
い
う
漢
字
を
例
に
し
て
見
ま
す
。
ま
ず
は
、「
行
者
」
に
見
る
よ
う
な
「
ギ
ョ
ウ
」
と
い
う
音
を
中
国
か
ら
受
け
入
れ
ま
し
た
。

こ
の
漢
字
に
当
た
る
訓
読
み
と
し
て
、
最
初
は
「
ゆ
く
」「
あ
る
く
」「
さ
る
」「
に
ぐ
」「
め
ぐ
る
」「
つ
ら
ぬ
」「
お
こ
な
う
」「
つ
と
む
」「
あ

や
ま
る
」「
は
な
つ
」「
わ
ざ
」「
し
わ
ざ
」
な
ど
の
た
く
さ
ん
の
読
み
を
与
え
て
い
ま
す
。
中
国
語
で
は
、
一
単
語
の
役
割
を
果
た
し
て
い

る
「
行
」
の
字
に
対
す
る
訓
読
み
と
し
て
、
ど
れ
も
可
能
な
の
で
す
。
平
安
時
代
末
期
の
辞
書
『
類る

い

聚じ
ゅ

名み
ょ
う

義ぎ

抄し
ょ
う

』
に
は
、
も
っ
と
多
く
の

訓
読
み
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
、
中
国
語
に
ぴ
っ
た
り
と
意
味
の
一
致
し
た
日
本
語
な
ど
、
存
在
す
る
方
が
ま
れ
で
す
。
訓
読

み
は
、
意
味
の
近
い
日
本
語
を
あ
て
て
い
く
の
で
す
か
ら
、
何
種
類
も
の
訓
読
み
が
出
来
て
し
ま
い
ま
す
。
さ
す
が
に
こ
れ
ほ
ど
多
数
の
訓

読
み
が
で
き
る
の
は
不
便
で
す
か
ら
、
こ
の
後
整
理
さ
れ
て
、
現
在
で
は
、「
お
こ
な
う
」「
ゆ
く
」「
い
く
」に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
、

三
種
類
は
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
音お

ん

の
方
も
問
題
で
す
。「
ギ
ョ
ウ
」
の
音
の
ほ
か
に
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
、
中
国
か
ら
、「
孝
行
」
な
ど
の
語
に
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見
る
「
コ
ウ
」
と
い
う
音
が
入
っ
て
き
ま
し
た
。
日
本
人
は
、
そ
れ
も
受
け
入
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、

Ａ

な
ど

の
語
に
見
る
「
ア
ン
」
の
音
も
受
け
入
れ
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、「
行
」
に
は
、「
ギ
ョ
ウ
」「
コ
ウ
」「
ア
ン
」
の
三
種
類
の
音
が
あ
る
。
こ

う
し
て
、
音
読
み
と
訓
読
み
を
あ
わ
せ
る
と
、
現
在
で
も
、
六
種
類
の
読
み
方
が
「
行
」
一
字
に
つ
い
て
存
在
し
て
い
る
の
で
す
ね
。

　

文
字
の
問
題
と
並
ん
で
語
彙
も
、
豊
か
で
あ
る
と
い
う
長
所
と
そ
の
反
面
多
す
ぎ
て
困
る
と
い
う
問
題
を
抱
え
込
ん
で
現
在
に
至
り
ま

す
。
日
本
語
に
は
、
日
本
民
族
の
も
と
も
と
使
っ
て
い
た
和
語
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
江
戸
時
代
ま
で
影
響
を
受
け
つ
づ
け
た
中
国
か
ら

の
漢
語
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
う
え
、
室
町
時
代
末
期
か
ら
入
り
始
め
た
外
来
語
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
に
加
え
て
、
明
治
時
代
に
西
洋
文
明
を
取
り
入
れ
る
た
め
に
日
本
人
が
作
り
出
し
た
大
量
の
漢
語
が
加
わ
り
ま
し
た
。
最
近
で

は
、
欧
米
か
ら
多
量
の
外
来
語
が
流
れ
込
ん
で
き
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
日
本
語
で
は
一
つ
の
こ
と
を
言
う
の
に
、
少
な
く
と
も
、
三
系

統
の
言
い
方
が
あ
る
こ
と
も
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、「
や
ど
や
」「
旅
館
」「
ホ
テ
ル
」。
少
し
ず
つ
意
味
合
い
が
違
っ
て
い
ま
す

よ
ね
。
こ
ん
な
ふ
う
に
、
一
つ
の
こ
と
を
言
う
の
に
、
三
系
統
の
言
い
方
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
語
彙
が
潤
沢
な
証
拠
で
す
。

　

で
も
、
そ
の
反
面
、
こ
ん
な
問
題
も
起
き
て
き
ま
す
。
た
と
え
ば
、
漢
語
を
造
り
す
ぎ
て

Ｂ

が
た
く
さ
ん
出
来
て
し
ま
っ
た
の
で

す
。
耳
で
聞
い
た
だ
け
で
は
分
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。「
こ
う
え
ん
」
と
聞
く
と
、
あ
な
た
は
ど
ん
な
漢
字
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
か
？
「
先

生
は
日
曜
日
に
は
コ
ウ
エ
ン
に
出
か
け
る
」と
言
わ
れ
る
と
、
先
生
と
呼
ば
れ
る
人
は
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
に
い
ま
す
か
ら
、「
講
演
」「
公

演
」「
口
演
」「
公
園
」
の
四
種
類
が⒞
コ
ウ
ホ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
の
社
会
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
が
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
話
し
言
葉
で
説
明
し
て
い
く
機
会
が
増
え
て
い
く
時
代
で
す
。
話
し
た
言
葉

を
機
械
に
聞
き
取
ら
せ
て
、
そ
の
ま
ま
書
物
に
す
る
こ
と
も
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
話
し
言
葉
が
主
役
に
な
る
時
代
の
到
来
を
考
え
る
と
、

Ｂ

の
整
理
は
急
務
で
す
。

　

ま
た
、
近
年
増
え
つ
づ
け
て
い
る
外
来
語
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
。
国
立
国
語
研
究
所
が
、
こ
ん
な
調
査
を
し
ま
し

た
。
今
か
ら
六
十
八
年
前
（
一
九
五
六
年
）
に
は
、
外
来
語
が
日
本
語
に
占
め
る
割
合
は
、
一
割
未
満
で
あ
っ
た
の
に
、
三
十
年
前
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（
一
九
九
四
年
）
に
は
、
外
来
語
が
日
本
語
の
三
割
強
を
占
め
る
に
い
た
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
外
国
語
を
カ
タ
カ
ナ
書
き
し
た
だ
け
で
、

外
来
語
に
な
り
き
っ
て
い
な
い
も
の
も
多
い
の
で
、
カ
タ
カ
ナ
語
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
カ
タ
カ
ナ
語
の
氾
濫
で
す
。

　

三
十
年
前
と
い
え
ば
、
国
際
化
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
叫
ば
れ
て
い
た
頃
で
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の⒟
フ
キ
ュ
ウ
も
目
覚
し
く
、
カ
タ
カ

ナ
語
は
増
加
の⒠
イ
ッ
ト
を
辿
っ
て
い
ま
す
。
明
治
時
代
の
新
漢
語
ブ
ー
ム
で
、
漢
語
が
著
し
く
増
え
た
の
に
似
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
意

味
も
分
か
ら
ず
に
新
し
さ
ゆ
え
に
使
っ
て
み
る
と
い
う
傾
向
も
似
て
い
ま
す
。
こ
こ
ろ
み
に
、
次
に
四
つ
の
カ
タ
カ
ナ
語
を
あ
げ
て
み
ま

す
。

　

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー　
　
　

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン　
　
　

エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト　
　
　

モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド

　

ど
れ
も
聞
い
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
。
で
も
、
意
味
が
正
確
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
と
言
わ
れ
る
と
、
お
ぼ
つ
か
な
い
。
こ
う
し
た
状
況

に
危
機
感
を
お
ぼ
え
た
国
立
国
語
研
究
所
は
、
意
味
の
分
か
る
従
来
語
で
の
「
言
い
換
え
案
」
を
提
案
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、

順
次
、「
自
己
認
識
」「
技
術
革
新
」「
能
力
開
花
」「

Ｃ

」
と
な
り
ま
す
。
た
し
か
に
、
カ
タ
カ
ナ
語
よ
り
は
は
る
か
に
意
味
が
分
か

り
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
れ
ら
の
カ
タ
カ
ナ
語
の
扱
い
を
ど
う
し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
？　

分
か
り
や
す
さ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
従
来
語
で
言
い
換

え
た
方
が
数
段
優
れ
て
い
ま
す
。
で
も
、
問
題
が
あ
る
の
で
す
。
言
い
換
え
案
を
み
て
く
だ
さ
い
。
ほ
と
ん
ど
漢
語
で
す
。
た
だ
で
さ
え
多

い
漢
語
を
ふ
た
た
び
増
や
し
、
同
音
異
義
語
の
問
題
を
大
き
く
し
て
し
ま
う
の
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。⑶
耳
で
聞
い
た
だ
け
で
す
ば
や
く
理

解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
面
が
増
え
て
い
く
社
会
に
な
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
問
題
な
の
で
す
。

　

明
治
時
代
の
西
洋
語
を
漢
語
に
翻
訳
し
て
受
け
入
れ
て
い
っ
た
の
は
、
中
国
文
化
の
浸
透
し
て
い
た
時
代
に
マ
ッ
チ
し
た
方
法
で
し
た
。

で
も
、
現
在
多
く
の
日
本
人
に
浸
透
し
て
い
る
の
は
ア
メ
リ
カ
文
化
で
す
。
も
は
や
、
漢
語
の
翻
訳
が
力
を
失
い
つ
つ
あ
る
時
代
な
の
で

す
。
だ
と
す
る
と
、
カ
タ
カ
ナ
語
の
ま
ま
、
意
味
の
定
着
す
る
の
を
待
っ
て
使
っ
て
い
く
と
い
う
方
法
も
、
意
外
に
良
い
と
思
え
ま
す
。
不

必
要
な
カ
タ
カ
ナ
語
は
、
時
代
の
波
に
洗
わ
れ
て
ど
ん
ど
ん
消
え
て
い
き
ま
す
。
必
要
な
カ
タ
カ
ナ
語
だ
け
を
意
味
を
は
っ
き
り
さ
せ
な
が
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ら
定
着
さ
せ
て
い
く
の
で
す
。

 

（
山
口
仲
美
『
日
本
語
の
歴
史
』
に
よ
る
）

問
１　

傍
線
部
⒜
〜
⒠
の
片
仮
名
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

問
２　

空
欄

Ａ

に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
、
次
の
ア
〜
オ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

行
先　
　
　

イ　

行
路　
　
　

ウ　

行
脚　
　
　

エ　

行
商　
　
　

オ　

行
方

問
３　

空
欄

Ｂ

に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
、
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

問
４　

空
欄

Ｃ

に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
、
次
の
ア
〜
オ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

倫
理
遵
守　
　
　

イ　

倫
理
崩
壊　
　
　

ウ　

倫
理
意
識　
　
　

エ　

倫
理
違
反　
　
　

オ　

倫
理
規
定

問
５　

傍
線
部
⑴
「
書
く
べ
き
文
章
は
、
話
し
言
葉
と
一
致
さ
せ
て
あ
る
」
と
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
を
別
の
言
葉
で
端
的
に
表
現
し
て
い
る

箇
所
を
、
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。
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問
６　

傍
線
部
⑵
「
日
本
語
は
豊
か
に
な
っ
た
と
同
時
に
、
煩
雑
さ
も
背
負
い
込
み
ま
し
た
」と
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
日
本
語
の
「
豊
か
さ
」

と
「
煩
雑
さ
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
解
答
欄
の
形
式
に
合
う
よ
う
、
本
文
中
の
言
葉
を
抜
き
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
二
十
字
以
内
で

答
え
な
さ
い
。

問
７　

傍
線
部
⑶
「
耳
で
聞
い
た
だ
け
で
す
ば
や
く
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
面
が
増
え
て
い
く
社
会
に
な
る
」
と
あ
る
が
、
筆
者
が

そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
本
文
中
の
言
葉
を
使
っ
て
、
五
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。
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〔二〕　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

　

作
中
に
手
紙
を
多
用
し
た
作
家
と
し
て
は
、
や
は
り
漱
石
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『

Ａ

』（
明
39
）
以
下
の
作
中
書
簡
は
、

鉄
道
や
電
車
と
並
ん
で
、
彼
が
い
か
に
「
交
通
」
に
意
を
用
い
た
か
を
示
す
証
跡
で
あ
る
。『

Ａ

』
で
は
、「
手
紙
を
か
く
の
が
大
嫌
だ
」

と
い
う
中
学
教
師
の「
お
れ
」が
清き
よ

に
宛
て
て
四
国
か
ら
着
任
の
手
紙
を
書
く
。「
奮
発
し
て
長
い
の
を
書
い
て
や
っ
た
」と
言
う
わ
り
に
は
、

二
百
字
に
も
足
り
な
い
短
文
だ
が
、
事
実
の
羅
列
の
中
に
「
清
が
笹
飴
を
笹
ご
と
食
ふ
夢
を
見
た
」
の
一
文
が
あ
り
、
短
気
で
お
世
辞
を
言

え
な
い
彼
の
、
清
を
思
う
心
が
そ
れ
な
り
に
表
わ
れ
た
手
紙
で
あ
る
。
清
の
返
事
は
下
書
と
清
書
で
六
日
も
か
か
っ
た
、
冒
頭
だ
け
で
も
四

尺
（
約
一
メ
ー
ト
ル
二
十
セ
ン
チ
）
あ
る
長
い
手
紙
だ
と
い
う
。

　
『
三
四
郎
』（
明
41
）
で
は
母
か
ら
の
手
紙
が
た
び
た
び
来
る
が
、
清
の
手
紙
と
同
じ
く
直
接
の
引
用
で
は
な
い
。
く
ど
く
ど
と
心
配
を
繰

り
か
え
す
の
も
同
様
で
あ
る
。
三
四
郎
の
返
書
に
も
特
色
は
な
い
。『
三
四
郎
』
の
中
で
特
殊
な
も
の
は
美み

ね

こ
禰
子
の
絵
葉
書
だ
ろ
う
。
菊
人

形
見
物
の
体
験
を
踏
ま
え
て
、
小
川
の
ほ
と
り
に
羊
を
二
匹
寝
か
せ
、
向
こ
う
側
に⒜
獰
猛
な
顔
を
し
た
男
、「
デ
ビ
ル
」
が
立
つ
図
柄
で
あ

る
。
絵
葉
書
は
万
国
郵
便
連
合
加
盟
二
十
五
周
年
を
記
念
し
て
官
製
で
発
行
さ
れ
、
私
製
絵
葉
書
も
流
行
し
た
。
漱
石
も
さ
か
ん
に
絵
葉
書

を
書
い
た
。

　

こ
こ
で
三
四
郎
と
美
禰
子
の
関
係
に
深
入
り
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、⑴
三
四
郎
が
「
迷
へ
る
子
」
の
サ
イ
ン
を
、
自
分
と
彼
女
を
同
類
項

に
括
る
言
葉
で
あ
る
と
満
足
し
た
の
は
、
彼
女
の
心
の
深
層
を
理
解
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
た
し
か
に
表
面
上
で
は
、
こ
の
図
柄
は

菊
人
形
見
物
の
一
行
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
二
人
を
表
わ
し
、
休
ん
で
い
た
二
人
を
睨
ん
で
去
っ
た
男
を
デ
ビ
ル
に
見
立
て
た
も
の
に
違
い

な
い
。
だ
が
美
禰
子
が
「
迷ス
ト
レ
イ
・
シ
ー
プ

へ
る
子
」
と
繰
り
か
え
し
た
と
き
、
彼
女
は
最
後
の
一
匹
ま
で
見
捨
て
ず
に
探
し
に
く
る
大
き
な
「
愛
」
の
心

に
期
待
し
、
か
つ
そ
れ
が
現
わ
れ
な
い
こ
と
も
確
信
し
て
い
た
は
ず
だ
。
そ
の
「
神
」
が
野
々
宮
さ
ん
で
あ
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
以

後
の
三
四
郎
は
こ
の
「
誤
読
」
を
引
き
ず
っ
て
、
美
禰
子
へ
の
思
い
を
つ
の
ら
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
美
禰
子
は
や
が
て
佐
々
木
与
次
郎
が
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使
い
こ
ん
だ
三
四
郎
の
金
を
用
立
て
て
く
れ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
三
四
郎
が
書
い
た
「
湯
気
の
立
つ
た
」
よ
う
な
礼
状
に
は
、
予
期
に
反

し
て
返
事
も
よ
こ
さ
な
い
。
こ
こ
で
の
手
紙
は
、
三
四
郎
を
迷
わ
せ
た
り
思
い
こ
ま
せ
た
り
、
む
し
ろ
期
待
を
裏
切
る
機
能
に
よ
っ
て
小
説

を
動
か
し
て
行
く
。

　
『
そ
れ
か
ら
』（
明
42
）
の
代
助
は
、
冒
頭
か
ら
二
つ
の
手
紙
に
接
す
る
。
一
つ
は
旧
友
・
平
岡
の
着
京
の
通
知
、
も
う
一
つ
は
父
か
ら
の
、

帰
京
通
知
か
た
が
た
、
一
度
顔
を
出
せ
と
い
う
指
令
で
あ
る
。
大
学
を
出
て
か
ら
も
職
に
就
く
わ
け
で
も
な
く
、
実
業
家
の
父
の
仕
送
り
で

一
軒
の
家
を
構
え
、
優
雅
な
趣
味
に
生
き
て
き
た
彼
の
世
界
は
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
波
立
ち
は
じ
め
、
や
が
て
ひ
び
割
れ
て
行
く
。
平
岡
と

の
再
会
は
必
然
的
に
そ
の
妻
の
三
千
代
と
の
再
会
で
も
あ
り
、
父
の
用
事
が
例
に
よ
っ
て
「
有
為
の
人
た
れ
」
と
い
う
お
説
教
で
あ
る
こ
と

に
は
ウ
ン
ザ
リ
す
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
以
後
の
展
開
は
、
代
助
が
三
千
代
へ
の
動
か
ぬ
愛
に
従
っ
て
生
き
よ
う
と
決
め
、
三
千
代
に
愛
を
打
ち
あ
け
た
上
で
、

父
が
勧
め
る
令
嬢
と
の
縁
談
を
断
る
。
怒
っ
た
父
は
、
も
う
援
助
し
な
い
と
申
し
渡
す
が
、
代
助
は
ひ
る
ま
ず
、
平
岡
に
会
っ
て
三
千
代
を

貰
い
受
け
よ
う
と
考
え
、
彼
に
手
紙
を
書
く
。
内
容
は
、
た
だ
内
々
に
会
っ
て
話
し
た
い
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
簡
単
な
も
の
だ
が
、
代
助

は
そ
れ
を
封
書
と
し
、
宛
先
も
平
岡
の
会
社
と
し
た
。
彼
は
そ
の
「
運
命
の
使
」
を
書
生
に⒝
投
函
さ
せ
た
後
、「
茫
然
と
し
て
自
失
し
た
」。

⑵
将
来
に
何
の
目
算
も
な
く
、
運
命
の
歯
車
は
廻
り
出
し
た
。

　

し
か
し
何
日
経
っ
て
も
返
事
は
な
く
、
手
紙
が
は
た
し
て
平
岡
の
手
に
渡
っ
た
の
か
ど
う
か
も
疑
い
出
し
た
彼
は
、
つ
い
に
書
生
に
命
じ

て
、
平
岡
に
自
分
の
手
紙
を
読
ん
だ
か
否
か
、
事
情
を
確
か
め
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
郵
便
が
確
実
に
相
手
に
届
く
わ
け
で
は
な
い
と
い
う

不
安
が
浮
上
し
た
の
で
あ
る
。
す
く
な
く
と
も
代
助
の
心
の
中
で
は
、
手
紙
は
五
日
間
浮
遊
し
て
い
た
。

　

だ
が
会
見
の
結
果
、
平
岡
は
予
期
せ
ぬ
行
動
に
出
た
。
彼
は
三
千
代
が
重
病
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
、
そ
の
一
方
で
代
助
の
父
に
手
紙
を
出

し
、
事
の⒞
顛
末
を
報
告
し
た
。
代
助
が
甘
い
考
え
で
信
じ
て
い
た
「
友
情
」
は
、⒟
破
棄
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
激
怒
し
た
父
は
代
助
と
の
縁
を

切
り
、
代
助
は
職
探
し
に
飛
び
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
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漱
石
の
作
中
で
も
っ
と
も
有
名
な
手
紙
は
、
多
分
『

Ｂ

』（
大
３
）
の
半
ば
を
占
め
る
、「
先
生
」
の
長
文
の
遺
書
で
あ
る
。
そ
の

前
作
『
行
人
』（
大
１
―
２
）
も
一
郎
の
精
神
状
態
に
関
し
て
、
友
人
Ｈ
さ
ん
が
二
郎
に
宛
て
た
手
紙
で
終
る
が
、
長
編
小
説
の
最
後
を
手

紙
で
締
め
く
く
る
こ
と
の
効
果
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
『

Ｂ

』
の
「
先
生
」
は
青
年
の
「
私
」
に
遺
書
を
残
し
て
自
殺
す
る
。
最
初
、「
先
生
」
は
故
郷
に
帰
っ
て
い
る
青
年
を
呼
び
寄
せ
、

青
年
の
希
望
ど
お
り
、「
私
の
過
去
を
貴
方
の
た
め
に
物
語
」
る
つ
も
り
だ
っ
た
。
だ
が
青
年
の
父
が
重
病
だ
っ
た
た
め
、
直
接
に
語
る
こ

と
を
断
念
し
、
長
い
手
紙
を
書
く
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
直
接
の
対
話
が
、
現
在
残
さ
れ
た
遺
書
ほ
ど
整
然
と
語
れ
な
い
以
上
、
こ

れ
は
あ
ら
か
じ
め
考
え
抜
か
れ
た
設
定
だ
っ
た
。
念
の
た
め
、『

Ｂ

』
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は
「
先
生
の
遺
書
」
だ
っ
た
。
だ
い
た
い
、

こ
れ
ほ
ど
複
雑
な
心
理
の
劇
を
直
接
に
語
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
近
い
。
こ
れ
は
文
字
を
通
じ
て
繰
り
か
え
し
読
ま
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
た
び
に
新
し
い
発
見
が
生
じ
、
同
時
に
疑
問
も
発
生
す
る⒠
類
い
の
手
紙
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
遺
書
も
手
紙
の
特
性
上
、「
先
生
」
の
一
方
的
な
見
解
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。「
先
生
」
に
Ｋ
が
な
ぜ
自
殺
し
た
の
か
が
よ
く
は

分
ら
な
い
の
と
同
様
に
、
最
初
の
読
者
た
る
青
年
に
も
、
現
在
の
読
者
で
あ
る
私
た
ち
に
も
、「
先
生
」
が
な
ぜ
自
殺
し
た
の
か
は
不
透
明

で
あ
る
。「
明
治
の
精
神
に
殉
死
す
る
積つ
も
り

」
と
い
う
自
殺
の
契
機
は
、
多
数
の
論
考
の
究
明
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
分
っ
た
よ
う
で
分

ら
な
い
。「
先
生
」
自
身
が
、

　

私
に
乃
木
さ
ん
〔
明
治
天
皇
に
殉
死
〕
の
死
ん
だ
理
由
が
能よ

く
解
ら
な
い
や
う
に
、
貴
方
に
も
私
の
自
殺
す
る
訳
が
明
ら
か
に
呑
み
込

め
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
も
し
左そ

う右
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
は
時
勢
の
推
移
か
ら
来
る
人
間
の
相
違
だ
か
ら
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
。
或

は
箇こ
じ
ん人
の
有も

つ
て
生
れ
た
性
格
の
相
違
と
云
つ
た
方
が
確た
し
か

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

と
書
く
の
で
あ
る
。「
私
は
私
の
出
来
る
限
り
此こ
の

不
可
思
議
な
私
と
い
ふ
も
の
を
、
貴
方
に
解
ら
せ
る
や
う
に
、
今
迄
の
叙
述
で
己
れ
を
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尽
し
た
積
で
す
」
と
言
う
、「
先
生
」
の
誠
実
さ
を
疑
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
彼
は
、
そ
れ
と
同
じ
く
ら
い
に
、
人
と
人
と
が

「

Ｘ

」
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
知
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
⑶「

先
生
」
は
手
紙
が
必
然
的
に
生
む
時
差
を
利
用
し
て
自
殺
し
た
。
東
京
近
県
の
田
舎
に
住
む
青
年
が
、
こ
の
遺
書
の
大
部
分
を
読
む
の

は
、
危
篤
の
父
を
見
捨
て
て
上
京
す
る
夜
汽
車
の
中
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
先
生
」
の
死
に
は
間
に
合
わ
な
い
。「
先
生
」
は
「
最
愛
」
の

妻
さ
え
親
戚
の
看
護
に
行
か
せ
て
、
一
人
で
死
ん
だ
。
し
か
も
そ
の
方
法
さ
え
分
ら
な
い
よ
う
に
、「
気
が
狂
つ
た
と
思
は
れ
」
よ
う
と
も

「
頓
死
」
と
見
え
る
方
法
を
選
ん
だ
。

　

そ
の
方
法
自
体
の
穿せ

ん
さ
く鑿

は
ど
う
で
も
い
い
が
、
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
に
自
殺
で
あ
る
こ
と
を
妻
に
隠
す
必
要
が
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
に
は

疑
問
の
余
地
が
残
る
。
そ
こ
に
は
「
残
酷
な
驚
怖
を
与
へ
」
た
く
な
い
と
い
う
言
葉
だ
け
で
は
片
づ
け
ら
れ
な
い
、
何
か
が
隠
さ
れ
て
い
る

感
じ
が
あ
る
。「
妻
が
己
れ
の
過
去
に
対
し
て
も
つ
記
憶
を
、
成
る
べ
く
純
白
に
保
存
し
て
置
い
て
遣
り
た
い
」
と
の
希
望
は
、
は
た
し
て

妻
へ
の
思
い
遣
り
に
充
ち
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
え
て
言
え
ば
、「
先
生
」
は
Ｋ
と
「
お
嬢
さ
ん
」
と
の
関
係
で
も
、
結
婚
し
て
か
ら
の

妻
と
の
関
係
で
も
、
彼
女
の
「
純
白
」
を
信
じ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
死
者
は
も
う
何
事
も
語
ら
な
い
。
だ
か
ら
遺
書
は
「
私
の
言
葉
を
信

じ
て
欲
し
い
」と
読
む
者
を
強
制
す
る
。
だ
が
同
時
に
、
何
度
も
読
み
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
疑
問
を
感
じ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。

一
方
で
は
理
解
を
求
め
、
一
方
で
は
隠
す
こ
と
を
指
示
す
る
「
先
生
の
遺
書
」
は
、
結
局
は
「
此
不
可
思
議
な
私
と
い
ふ
も
の
」
の
謎
を
読

者
に
提
示
し
続
け
る
の
で
あ
る
。

 

（
十
川
信
介
『
近
代
日
本
文
学
案
内
』
に
よ
る
）



（国語―11）１日

問
１　

傍
線
部
⒜
〜
⒠
の
漢
字
を
平
仮
名
に
直
し
な
さ
い
。

問
２　

本
文
中
の
空
欄

Ａ

・

Ｂ

に
当
て
は
ま
る
夏
目
漱
石
の
作
品
名
を
そ
れ
ぞ
れ
答
え
な
さ
い
。

問
３　

本
文
中
の
空
欄

Ｘ

に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

問
４　

傍
線
部
⑴
に
つ
い
て
、
筆
者
の
指
摘
を
踏
ま
え
、
こ
の
絵
葉
書
が
持
つ
機
能
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
〜
エ
か
ら
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

三
四
郎
を
迷
わ
せ
る
機
能

イ　

三
四
郎
を
思
い
込
ま
せ
る
機
能

ウ　

三
四
郎
の
期
待
を
裏
切
る
機
能

エ　

そ
れ
以
外
の
特
殊
な
機
能

問
５　

傍
線
部
⑵
で
使
わ
れ
て
い
る
修
辞
技
法
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
〜
オ
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

直
喩　
　
　

イ　

隠
喩　
　
　

ウ　

擬
人
法　
　
　

エ　

倒
置
法　
　
　

オ　

省
略
法

問
６　

傍
線
部
⑶
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
何
と
何
の
間
で
生
じ
る
「
時
差
」
か
、
回
答
欄
の
形
式
に
合
う
よ
う
二
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。



（国語―12）１日

問
７　

本
文
の
内
容
と
し
て
正
し
い
も
の
を
次
の
ア
〜
エ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア 　

漱
石
は
作
中
で
手
紙
を
多
用
し
て
お
り
、
中
で
も
「
お
れ
」
や
三
四
郎
の
手
紙
は
彼
ら
の
心
情
を
き
わ
め
て
詳
細
に
記
述
す
る
機

能
を
果
た
し
て
い
る
。

イ 　
『
三
四
郎
』
に
登
場
す
る
美
禰
子
の
絵
葉
書
は
、
漱
石
自
身
が
書
い
た
絵
葉
書
を
基
に
し
た
も
の
で
、
三
四
郎
と
美
禰
子
の
関
係

を
象
徴
し
て
い
る
。

ウ 　
「
先
生
」
は
、
青
年
の
「
私
」
に
自
殺
の
理
由
を
理
解
し
て
も
ら
え
る
と
信
じ
て
遺
書
を
書
い
た
が
、
そ
の
内
容
は
一
方
的
な
も

の
だ
っ
た
。

エ 　

漱
石
は
手
紙
を
通
じ
て
、
登
場
人
物
の
内
面
や
関
係
性
を
掘
り
下
げ
、
人
と
人
と
が
理
解
し
合
う
こ
と
の
難
し
さ
を
描
い
た
。



（国語―13）１日

以
下
余
白


