
1　

問
題
は

1
か
ら

5
ま
で
で
、
12
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
印
刷
し
て
あ
り
ま
す
。

2　

検
査
時
間
は
五
〇
分
で
、
終
わ
り
は
午
前
九
時
五
〇
分
で
す
。

3　

声
を
出
し
て
読
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
。

4　

答
え
は
全
て
解
答
用
紙
に
Ｈ
Ｂ
又ま

た

は
Ｂ
の
鉛
筆
（
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
も
可
）
を
使
っ
て
明
確
に
記
入
し
、 

解
答
用
紙
だ
け
を
提
出
し
な
さ
い
。

5　

答
え
は
特
別
の
指
示
の
あ
る
も
の
の
ほ
か
は
、
各
問
の
ア
・
イ
・
ウ
・
エ
の
う
ち
か
ら
、
最
も
適
切
な
も
の
を

そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
ん
で
、
そ
の
記
号
の

の
中
を
正
確
に
塗ぬ

り
つ
ぶ
し
な
さ
い
。

6　

答
え
を
記
述
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
欄ら

ん

か
ら
は
み
出
さ
な
い
よ
う
に
書
き
な
さ
い
。

7　

答
え
を
直
す
と
き
は
、
き
れ
い
に
消
し
て
か
ら
、
消
し
く
ず
を
残
さ
な
い
よ
う
に
し
て
、
新
し
い
答
え
を
書
き
な
さ
い
。

8　

受
検
番
号
を
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
欄
に
書
き
、
そ
の
数
字
の

の
中
を
正
確
に
塗
り
つ
ぶ
し
な
さ
い
。

9　

解
答
用
紙
は
、
汚
し
た
り
、
折
り
曲
げ
た
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

注　
　
　

意

国

語 国

語

3



1

次
の
各
文
の

を
付
け
た
漢
字
の
読
み
が
な
を
書
け
。

⑴　

寒
い
冬
の
夜
空
に
星
が
輝
く
。

⑵　

共
通
の
友
人
を
介
し
て
知
り
合
う
。

⑶　

傾
斜
が
急
な
山
道
を
ゆ
っ
く
り
上
る
。

⑷　

紅
葉
で
赤
く
染
ま
る
山
並
を
写
真
に
撮
る
。

⑸　

真
夏
の
乾
い
た
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
が
急
な
雨
で
ぬ
れ
る
。

次
の
各
文
の

を
付
け
た
か
た
か
な
の
部
分
に
当
た
る
漢
字
を
楷か

い

書し
ょ

で 

書
け
。

⑴　

私
の
住
む
町
は
起
伏
に
ト
ん
だ
道
が
多
い
。

⑵　

山
頂
の
さ
わ
や
か
な
空
気
を
胸
い
っ
ぱ
い
に
ス
う
。

⑶　

コ
ン
サ
ー
ト
会
場
で
ピ
ア
ノ
の
ド
ク
ソ
ウ
を
聴き

く
。

⑷　

バ
ス
の
シ
ャ
ソ
ウ
か
ら
見
え
る
景
色
が
流
れ
て
い
く
。

⑸　

毎
日
欠
か
さ
ず
掃そ
う

除じ

を
し
、
部
屋
を
セ
イ
ケ
ツ
に
保
つ
。

12

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。（
＊
印
の
付
い
て
い
る
言
葉
に

は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

高
校
生
の
美み

緒お

は
、母
親
と
の
言
い
争
い
を
き
っ
か
け
に
、父
方
の
祖
父
が
営
む
岩
手
の
染せ
ん

織し
ょ
く

工こ
う

房ぼ
う

で
生
活
し
始
め
織お
り

物も
の

制せ
い

作さ
く

を
学
ん
で
い
る
。八
月
上じ
ょ
う

旬じ
ゅ
ん、父

親
の
広ひ
ろ

志し

か
ら
電
話
が

あ
り
、母
親
と
共
に
岩
手
に
行
く
の
で
ひ
と
ま
ず
一
緒
に
東
京
に
帰
ら
な
い
か
と
言
わ
れ
た
。

同
じ
頃こ
ろ

、シ
ョ
ー
ル
作
り
の
練
習
と
し
て
作
り
始
め
た
カ
ー
テ
ン
の
色
を
決
め
か
ね
て
い
た
美

緒
は
、祖
父
か
ら「
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
」で
気
に
入
っ
た
色
を
探
す
よ
う
に
言
わ
れ
た
。

3
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4

（
伊
吹
有
喜
「
雲
を
紡
ぐ
」
に
よ
る
）

〔
注
〕	

祖
母
―
―
美
緒
の
母
方
の
祖
母
。
横
浜
に
住
ん
で
い
る
。

	

ホ
ー
ム
ス
パ
ン
―
―
手
紡
ぎ
の
毛
糸
で
手
織
り
し
た
毛
織
物
。

	

私
の
シ
ョ
ー
ル
―
―
美
緒
が
生
後
間
も
な
い
頃
に
父
方
の
祖
父
母
か
ら
贈お

く
ら
れ	

	
	

た
、
と
て
も
大
切
に
し
て
い
る
赤
い
手
織
の
シ
ョ
ー
ル
。

	

雪ゆ
き

童わ
ら
す子

―
―
子
供
の
姿
を
し
て
い
る
雪
の
精
。

	

コ
チ
ニ
ー
ル
染
め
―
―
コ
チ
ニ
ー
ル
カ
イ
ガ
ラ
ム
シ
か
ら
採
れ
る
赤
色
の
天
然	

	
	

	

色
素
を
用
い
た
染
色
作
業
。

	

せ
が
な
く
て
い
い
―
―
急
が
な
く
て
よ
い
。

〔
問
1
〕　「
ね
え
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
。
あ
の
棚
の
本
、
あ
と
で
私
の
部
屋
に
持
っ
て
い	

っ
て
い
い
？
」
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
美
緒
の
気
持
ち
に
最
も
近
い
の
は
、

次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア
　
幼
い
頃
に
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
、絵
本
の
美
し
さ
や
楽
し
さ
に
気
付
か
せ
て
く
れ

た
祖
父
に
親
し
み
を
抱
き
、
祖
父
の
本
を
も
っ
と
読
み
た
い
と
思
う
気
持
ち
。

イ
　
祖
父
が
絵
本
に
登
場
す
る
服
の
色
に
着
目
し
て
い
る
こ
と
に
興
味
を
も
ち
、自
分

の
本
と
棚
の
本
を
研
究
し
て
、
祖
父
に
認
め
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
気
持
ち
。

ウ
　
祖
父
が
親
愛
の
情
を
示
し
て
く
れ
た
こ
と
を
嬉
し
く
感
じ
、自
分
が
棚
の
本
に
興

味
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
祖
父
を
も
っ
と
喜
ば
せ
た
い
と
思
う
気
持
ち
。

エ
　
会
話
を
通
じ
て
祖
父
の
人ひ
と

柄が
ら

や
考
え
方
に
ひ
か
れ
、
祖
父
が
集
め
て
き
た
棚
の

本
を
読
む
こ
と
で
、
本
の
好
み
や
選
び
方
を
知
り
た
い
と
思
う
気
持
ち
。

⑴
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〔
問
2
〕　
ノ
ー
ト
を
の
ぞ
く
と
角
張
っ
た
字
と
、流
れ
る
よ
う
な
書
体
の
祖
父
の
筆
跡

が
混
じ
っ
て
い
た
。
と
あ
る
が
、こ
の
表
現
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
最

も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア
　
祖
父
が
曾
祖
父
の
厳
格
さ
に
反
発
す
る
気
持
ち
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
、
二
人

の
対
照
的
な
書
体
を
対
比
さ
せ
て
描
く
こ
と
で
、
象
徴
的
に
表
現
し
て
い
る
。

イ
　
祖
父
が
曾
祖
父
と
共
に
芸
術
的
表
現
を
追
求
し
て
い
た
こ
と
を
、二
人
の
筆
跡
を

た
と
え
を
用
い
て
技ぎ

巧こ
う

的て
き

に
描
く
こ
と
で
、
情
緒
的
に
表
現
し
て
い
る
。

ウ
　
祖
父
が
曾
祖
父
と
共
に
染
め
に
携た
ず
さわ
り
つ
つ
記
録
を
引
き
継
い
で
き
た
こ
と
を
、

二
人
の
異
な
る
筆
跡
を
視
覚
的
に
描
く
こ
と
で
、
印
象
的
に
表
現
し
て
い
る
。

エ
　
祖
父
が
曾
祖
父
と
共
に
色
鮮
や
か
で
美
し
い
糸
を
紡
ぐ
仕
事
を
続
け
て
き
た
こ
と

を
、
二
人
の
字
形
や
色し
き

彩さ
い

を
絵
画
的
に
描
く
こ
と
で
、
写
実
的
に
表
現
し
て
い
る
。

〔
問
3
〕　
即
答
し
た
が
、
そ
の
あ
と
の
言
葉
に
祖
父
は
詰
ま
っ
た
。
と
あ
る
が
、「
祖

父
」
が
「
そ
の
あ
と
の
言
葉
」
に
「
詰
ま
っ
た
」
わ
け
と
し
て
最
も
適
切
な
の

は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア
　
一
度
は
否
定
し
た
も
の
の
、
当
時
を
振
り
返
っ
て
本
当
は
が
っ
か
り
し
て
い
た
の

だ
と
思
い
直
し
、
そ
の
と
き
の
気
持
ち
を
美
緒
に
伝
え
た
い
と
思
っ
て
い
た
か
ら
。

イ
　
息
子
が
自
立
し
た
と
き
に
抱
い
た
切
な
さ
と
、家
業
に
対
す
る
息
子
の
思
い
を
推

し
量
っ
て
い
た
こ
と
を
振
り
返
り
つ
つ
、美
緒
に
伝
え
る
言
葉
を
探
し
て
い
た
か
ら
。

ウ
　
息
子
の
進
ん
だ
道
に
理
解
を
示
し
つ
つ
も
、
心
の
底
に
抱
い
て
き
た
寂
し
さ
や

疑
問
が
不
意
に
膨
れ
上
が
り
、
気
持
ち
を
懸
命
に
抑
え
よ
う
と
し
て
い
た
か
ら
。

エ
　
気
落
ち
し
な
か
っ
た
と
答
え
た
の
は
、
祖
父
と
し
て
た
だ
威
厳
を
示
そ
う
と
し

た
た
め
だ
っ
た
と
気
付
き
、
美
緒
に
ど
う
説
明
す
べ
き
か
迷
っ
て
い
た
か
ら
。

⑵⑶

〔
問
4
〕　
目
の
前
に
あ
る
大
量
の
ノ
ー
ト
を
美
緒
は
見
つ
め
る
。
と
あ
る
が
、こ
の
表

現
か
ら
読
み
取
れ
る
「
美
緒
」
の
様
子
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち

で
は
ど
れ
か
。

ア
　
脈
々
と
続
い
て
い
る
生
命
と
家
業
の
技
術
を
尊
く
感
じ
つ
つ
、
父
が
自
分
の
名

前
に
込
め
た
家
業
の
継
承
へ
の
期
待
を
知
っ
て
徐
々
に
意
欲
を
高
め
て
い
る
様
子
。

イ
　
目
の
前
に
あ
る
大
量
の
ノ
ー
ト
に
記
さ
れ
た
こ
れ
か
ら
関
わ
ろ
う
と
し
て
い
る

仕
事
の
量
と
質
の
高
さ
に
戸
惑
い
、
自
分
の
拙つ

た
なさ

を
強
く
感
じ
て
い
る
様
子
。

ウ
　
曾
祖
父
と
祖
父
の
染
色
へ
の
思
い
や
労
力
に
敬
服
す
る
と
と
も
に
、
父
が
大
切

に
思
っ
て
い
た
家
業
を
継
が
な
か
っ
た
真
意
を
測
り
か
ね
て
い
る
様
子
。

エ
　
曾
祖
父
と
祖
父
の
研
究
の
重
み
や
自
分
の
名
前
に
込
め
ら
れ
た
父
の
思
い
を
想

起
し
つ
つ
、
ノ
ー
ト
に
従
っ
て
糸
を
染
め
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
様
子
。

〔
問
5
〕　
は
い
、
と
小
声
で
答
え
、
美
緒
は
メ
モ
を
受
け
取
る
。
と
あ
る
が
、こ
の
と

き
の
「
美
緒
」
の
気
持
ち
に
最
も
近
い
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア
　
染
め
に
取
り
組
む
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
も
っ
と
も
だ
と
納
得
し
、

シ
ョ
ー
ル
の
色
を
決
め
ら
れ
な
い
自
分
の
優
柔
不
断
さ
を
嫌け

ん

悪お

す
る
が
、父
親
た
ち

に
は
ま
だ
自
分
の
能
力
の
限
界
だ
と
は
思
わ
れ
た
く
な
い
と
願
う
気
持
ち
。

イ
　
染
め
の
希
望
が
か
な
わ
ず
残
念
に
思
う
も
の
の
、決
断
力
の
弱
さ
を
指
摘
さ
れ
て

も
な
お
染
め
に
対
す
る
意
欲
を
失
わ
ず
、父
親
た
ち
と
の
再
会
に
思
い
を
巡め

ぐ

ら
す
中

で
自
分
の
こ
れ
か
ら
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
伝
え
る
べ
き
か
迷
う
気
持
ち
。

ウ
　
染
め
に
取
り
組
み
た
い
と
い
う
願
い
が
か
な
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
悲
し
み
が
込
み

上
げ
、
急
が
な
く
て
よ
い
と
い
う
祖
父
の
慰な

ぐ
さめ
の
言
葉
と
、
父
が
祖
父
を
説
得
す
れ

ば
染
め
に
取
り
組
め
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
期
待
に
す
が
り
た
い
気
持
ち
。

エ
　
染
め
の
仕
事
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
祖
父
の
態
度
に
困
惑
し
な
が
ら
、
決
断
力

の
弱
さ
を
自
覚
し
て
落ら

く

胆た
ん

す
る
と
と
も
に
、
父
親
た
ち
と
の
再
会
を
控ひ

か

え
て
染
め

と
の
向
き
合
い
方
を
模も

索さ
く

し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
後
悔
す
る
気
持
ち
。

⑷⑸
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。
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（
堀
部
安
嗣
「
住
ま
い
の
基
本
を
考
え
る
」
に
よ
る
）

〔
問
1
〕　
そ
ん
な
団
地
の
小
学
生
の
話
や
ポ
ル
ト
ガ
ル
で
の
体
験
は
、
複
合
的
で
抽ち
ゅ
う

象し
ょ
う

的て
き

な
懐
か
し
さ
と
い
う
こ
と
で
共
通
し
て
い
ま
す
。
と
あ
る
が
、「
複
合
的

で
抽
象
的
な
懐
か
し
さ
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切

な
も
の
を
選
べ
。

ア
　
未
知
の
事
象
が
も
つ
情
感
と
潜
在
的
な
記
憶
が
も
つ
情
感
が
重
な
り
合
う
こ
と

で
思
い
出
さ
れ
る
、
幼
少
期
の
記
憶
か
ら
生
じ
る
懐
か
し
さ
の
こ
と
。

イ
　
未
知
の
場
所
と
の
出
会
い
か
ら
生
じ
る
喜
び
と
情
感
溢
れ
る
場
所
の
記
憶
か
ら

生
じ
る
郷
愁
と
の
比ひ

較か
く

を
通
し
て
、
心
に
浮
か
ぶ
懐
か
し
さ
の
こ
と
。

ウ
　
未
知
の
風
景
を
前
に
し
て
感
じ
る
、
か
つ
て
住
ん
で
い
た
町
の
失
わ
れ
た
景
色

に
対
し
て
抱
い
た
喪
失
感
か
ら
生
じ
る
懐
か
し
さ
の
こ
と
。

エ
　
未
知
の
も
の
と
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
潜
在
的
に
存
在
す
る
様
々
な
記
憶
の

断
片
が
つ
な
ぎ
合
わ
さ
れ
て
湧わ

き
上あ

が
る
懐
か
し
さ
の
こ
と
。

⑴
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〔
問
2
〕　

懐
か
し
い
と
い
う
感
情
に
よ
っ
て
人
生
の
中
で
新
た
な
価
値
を
見
出
し
た
の

で
す
。
と
あ
る
が
、「
人
生
の
中
で
新
た
な
価
値
を
見
出
し
た
」
と
は
ど
う
い

う
こ
と
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア　

経
験
を
積
み
以
前
と
は
異
な
る
視
点
を
も
つ
こ
と
で
、
久
し
ぶ
り
に
出
会
っ
た

も
の
に
こ
れ
ま
で
気
付
か
な
か
っ
た
魅み

力り
ょ
くを

感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

イ　

自
分
の
経
験
か
ら
得
た
も
の
の
見
方
で
目
の
前
の
事
象
を
見
直
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
伝
統
や
慣
習
に
と
ら
わ
れ
な
い
新
た
な
価
値
を
見
付
け
た
と
い
う
こ
と
。

ウ　

前
向
き
で
大
切
な
感
情
を
伴
う
過
去
の
記
憶
に
導
か
れ
る
よ
う
に
、
周
囲
に
あ

る
も
の
に
か
つ
て
抱
い
て
い
た
誇
り
が
よ
み
が
え
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
。

エ　

久
し
く
出
会
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
に
対
し
て
、
時
間
が
経
過
し
て
も

そ
こ
に
見
出
し
て
い
た
魅
力
を
改
め
て
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
。

〔
問
3
〕　

こ
の
文
章
の
構
成
に
お
け
る
第
六
段
の
役
割
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も

適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

そ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
懐
か
し
さ
に
関
す
る
説
明
に
つ
い
て
、
筆
者
の
認
識

の
根
拠
と
な
る
事
例
を
挙
げ
る
こ
と
で
、
自
説
の
妥だ

当と
う

性せ
い

を
強
調
し
て
い
る
。

イ　

そ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
懐
か
し
さ
に
関
す
る
説
明
に
基
づ
い
て
、
筆
者
が
述

べ
た
内
容
を
要
約
し
論
点
を
整
理
す
る
こ
と
で
、
論
の
展
開
を
図
っ
て
い
る
。

ウ　

そ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
懐
か
し
さ
に
関
す
る
説
明
を
受
け
て
、
筆
者
の
認
識

と
は
異
な
る
具
体
例
を
示
す
こ
と
で
、
文
章
全
体
の
結
論
に
つ
な
い
で
い
る
。

エ　

そ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
懐
か
し
さ
に
関
す
る
説
明
に
対
し
て
、
筆
者
の
主
張

と
対
照
的
な
事
例
を
列
挙
す
る
こ
と
で
、
一
つ
一
つ
詳
し
く
分ぶ
ん

析せ
き

し
て
い
る
。

⑵

〔
問
4
〕　

そ
ん
な
中
、
私
は
世
の
中
が
更
新
し
続
け
る
も
の
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
ゆ

け
ば
ゆ
く
ほ
ど
建
築
こ
そ
は
動
か
ず
に
じ
っ
と
し
て
い
て
、
慣
れ
親
し
ん
だ

変
わ
ら
な
い
価
値
を
示
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
思
い
を
強
く

し
て
き
た
の
で
す
。
と
筆
者
が
述
べ
た
の
は
な
ぜ
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も

適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア　

未
来
へ
の
前
向
き
な
意
志
を
も
つ
こ
と
が
難
し
い
世
の
中
で
は
あ
る
が
、
建
築

だ
け
は
、
懐
か
し
さ
や
郷
愁
を
印
象
付
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
。

イ　

急
速
に
物
事
が
更
新
さ
れ
続
け
る
現
在
に
お
い
て
、
変
わ
ら
ず
そ
こ
に
あ
り
続

け
る
建
築
は
、
人
の
記
憶
の
原
風
景
と
な
り
得
る
存
在
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
。

ウ　

建
築
に
お
い
て
も
、〝
変
え
る
べ
き
こ
と
〟
と
〝
変
え
な
く
て
も
い
い
こ
と
〟

を
整
理
し
、
新
た
な
建
造
物
に
は
懐
古
的
な
工
夫
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
。

エ　

明
る
い
未
来
を
築
く
た
め
に
は
変
化
を
止
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
不
変
の

象
徴
と
し
て
建
築
を
位
置
付
け
、
人
々
の
意
識
を
向
け
さ
せ
た
い
と
考
え
る
か
ら
。

〔
問
5
〕　

国
語
の
授
業
で
こ
の
文
章
を
読
ん
だ
後
、「
自
分
の
『
記
憶
の
拠よ

り
所ど

こ
ろ』
と

な
る
も
の
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
自
分
の
意
見
を
発
表
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
と
き
に
あ
な
た
が
話
す
言
葉
を
、
具
体
的
な
体
験
や
見
聞
も
含ふ

く

め
て 

二
百
字
以
内
で
書
け
。
な
お
、
書
き
出
し
や
改
行
の
際
の
空く

う

欄ら
ん

、
や

や

な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
字
数
に
数
え
よ
。

⑶
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次
の
Ａ
は
、
鴨か

も
の

長ち
ょ
う

明め
い

が
書
い
た
「
方
丈
記
」
に
関
す
る
対
談
の
一
部
で
あ
り
、

Ｂ
は
、
対
談
中
に
で
て
く
る
「
無む

名み
ょ
う

抄し
ょ
う」

の
俊し

ゅ
ん恵え

か
ら
長
明
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス

に
当
た
る
原
文
の
一
部
で
あ
る
。
ま
た
、
あ
と
の

内
の
文
章
は
Ｂ
の
現
代

語
訳
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。（
＊
印
の
付

い
て
い
る
言
葉
に
は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

5

＊

＊

Ａ

掲載許諾申請中

掲載許諾申請中
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（
蜂
飼
耳
、
駒
井
稔
「
鴨
長
明
『
方
丈
記
』」
に
よ
る
）

Ｂ

掲載許諾
申請中

掲載許諾申請中

掲載許諾申請中
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（
久
保
田
淳
「
無
名
抄
」
に
よ
る
）

〔
注
〕	

方
丈
記
―
―
鎌か

ま

倉く
ら

時
代
に
鴨
長
明
が
書
い
た
随
筆
。京
都
郊こ

う

外が
い

に
あ
る
方
丈	

	
	

（
畳
四
畳
半
ほ
ど
の
広
さ
）の
部
屋
に
住
み
な
が
ら
書
い
た
こ	

	
	

と
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
。

	

無む

名み
ょ
う

抄し
ょ
う

―
―
鎌
倉
時
代
に
鴨
長
明
が
書
い
た
歌
論
書
。

	

禰ね

宜ぎ

―
―
神
社
に
お
け
る
職
名
の
一
つ
。

	

解げ

脱だ
つ

―
―
悩な

や

み
や
迷
い
か
ら
抜
け
出
て
、
自
由
の
境
地
に
達
す
る
こ
と
。

	

下し
も

鴨が
も

―
―
京
都
に
あ
る
下
鴨
神
社
の
こ
と
。

	

お
の
づ
か
ら
短
き
運
を
悟
り
ぬ
―
―
自
分
に
は
運
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
自
然	

	
	

	

に
知
っ
た
。

	

中な
か

原は
ら
の

有あ
り

安や
す

―
―
平
安
時
代
末
期
の
歌
人
、
音
楽
家
。

	

後ご

徳と
く

大だ
い

寺じ

左さ

大だ
い

臣じ
ん

藤ふ
じ

原わ
ら
の

実さ
ね

定さ
だ

―
―
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
に	

	
	

	

か
け
て
の
歌
人
。

〔
問
1
〕　

駒
井
さ
ん
の
発
言
の
こ
の
対
談
に
お
け
る
役
割
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最

も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

直
前
の
蜂
飼
さ
ん
の
発
言
に
賛
同
し
つ
つ
、「
方
丈
記
」の
魅
力
を
語
る
こ
と
で
、

話
題
を
「
源
氏
物
語
」
か
ら
「
方
丈
記
」
に
戻
そ
う
と
し
て
い
る
。

イ　
「
源
氏
物
語
」
と
「
方
丈
記
」
に
関
す
る
蜂
飼
さ
ん
の
発
言
を
受
け
、
二
つ
の

作
品
の
共
通
点
を
述
べ
て
、「
平
家
物
語
」
の
話
題
へ
と
広
げ
て
い
る
。

ウ　

自
ら
の
疑
問
に
対
す
る
蜂
飼
さ
ん
の
見
解
を
受
け
、
作
品
の
受
け
入
れ
ら
れ
方

に
関
す
る
「
方
丈
記
」
の
評
価
を
述
べ
て
、
次
の
発
言
を
促う
な
がし

て
い
る
。

エ　

二
つ
の
作
品
を
対
比
す
る
蜂
飼
さ
ん
の
発
言
を
受
け
、「
方
丈
記
」
に
絞し
ぼ

っ
て
感

想
を
述
べ
る
こ
と
で
、
話
題
を
焦し
ょ
う

点て
ん

化か

す
る
き
っ
か
け
と
し
て
い
る
。

⑴

掲載許諾申請中
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〔
問
2
〕　

で
す
か
ら
、
ま
あ
、
さ
ま
ざ
ま
な
受
け
取
り
方
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
作

品
と
言
っ
て
い
い
の
か
な
と
思
い
ま
す
よ
ね
。
と
あ
る
が
、「
さ
ま
ざ
ま
な
受

け
取
り
方
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
作
品
」に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
、

最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

書
か
れ
て
い
る
話
題
が
多
様
な
こ
と
か
ら
、
何
を
主
要
な
要
素
と
受
け
取
る
か

は
、
現
代
に
お
け
る
読
者
に
広
く
委
ね
ら
れ
て
い
る
作
品
。

イ　

過
去
の
読
者
よ
り
も
、
現
代
の
読
者
の
心
を
揺ゆ

さ
ぶ
る
よ
う
な
内
容
が
複
数
書

か
れ
て
い
て
、
現
代
の
読
者
で
も
理
解
し
や
す
い
作
品
。

ウ　

古
典
の
中
で
も
短
い
と
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
書
か
れ
た
当
時
の
読
者
が
読

め
ば
、
多
様
な
受
け
取
り
方
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
作
品
。

エ　

修
行
中
に
、
他
の
こ
と
に
没
頭
す
る
自
分
を
戒
め
よ
う
と
し
て
書
か
れ
て
い
る

た
め
、
現
代
人
が
修
行
す
る
際
に
も
大
い
に
参
考
に
な
る
作
品
。

〔
問
3
〕　

俊
恵
か
ら
与
え
ら
れ
た
ア
ド
バ
イ
ス
に
つ
い
て
は
、
長
明
が
書
い
た
歌
論
書

の
『
無
名
抄
』
に
い
ろ
い
ろ
出
て
き
ま
す
が
、
と
あ
る
が
、Ｂ
の
原
文
に
お
い

て
、「
俊
恵
」が
良
い
と
思
う
歌
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
と
書
か
れ
て
い
る
か
。

次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア　

証
得
し
て
、
わ
れ
は
気
色
し
た
る
歌
詠
み
給
ふ
な

イ　

わ
れ
至
り
に
た
り
と
て
、
こ
の
頃
詠
ま
る
る
歌

ウ　

何
に
よ
り
て
か
は
秀
歌
も
出
で
来
む

エ　

風
情
も
こ
も
り
、
姿
も
す
な
ほ
な
る
歌

⑵⑶

〔
問
4
〕　

そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、
長
明
の
物
事
に
か
け
る
情
熱
と
い
う
か
、
人に

ん

間げ
ん

臭く
さ

さ

が
表
れ
て
い
る
な
あ
と
思
う
ん
で
す
。
と
あ
る
が
、「
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、

長
明
の
物
事
に
か
け
る
情
熱
と
い
う
か
、人
間
臭
さ
が
表
れ
て
い
る
」
に
つ
い

て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
、
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

歌
の
才
能
を
認
め
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
方
丈
記
」
の
価
値
が
認
め

ら
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
不
運
な
長
明
ら
し
さ
が
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

イ　

歌
に
精し
ょ
う

進じ
ん

し
て
い
た
の
に
、
歌
人
で
は
な
く
「
方
丈
記
」
の
作
者
だ
と
世
間
で

思
わ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
宿
命
的
な
長
明
の
人
生
が
表
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

ウ　

不
運
だ
と
言
い
な
が
ら
、恵
ま
れ
た
人
間
関
係
の
中
で
歌
や
音
楽
の
才
能
が
認
め

ら
れ
意
欲
的
に
取
り
組
む
姿
に
、
長
明
の
魅
力
が
に
じ
み
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

エ　

望
む
職
業
に
就
け
ず
、自
分
の
才
能
が
開
花
し
な
い
の
は
運
が
な
い
だ
け
だ
と
思

う
姿
勢
に
、
長
明
の
前
向
き
で
動
じ
な
い
人ひ
と

柄が
ら

が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

〔
問
5
〕　

か
な
ら
ず
や
と
あ
る
が
、こ
の
言
葉
が
直
接
か
か
る
の
は
、
次
の
う
ち
の
ど

れ
か
。

ア　

名
人
で

イ　

い
ら
っ
し
ゃ
る
に

ウ　

違
い
な
い

エ　

申
す
の
で
す

⑷⑸
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