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解
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時
間
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解
説

22
㌻

次
の
【
文
章
Ⅰ
】
は
、
平
安
時
代
末
期
の
歴
史
を
描
い
た
江
戸
時
代
の
作
品
『
月
の
ゆ
く
へ
』
の
一
節
、【
文
章
Ⅱ
】
は
、
源
平
の
戦
い
を
記

し
た
鎌
倉
時
代
の
作
品
『
平
家
物
語
』
の
一
節
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
文
章
も
、
同
じ
事
件
が
語
ら
れ
て
お
り
、【
文
章
Ⅰ
】
は
『
平
家
物
語
』
を

資
料
と
し
て
用
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。【
文
章
Ⅰ
】
と
【
文
章
Ⅱ
】
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
（
問
1
〜
4
）
に
答
え
よ
。
な
お
、
設
問
の
都
合
で

【
文
章
Ⅰ
】
の
本
文
の
段
落
に
1
〜
4
の
番
号
を
付
し
て
あ
る
。

【
文
章
Ⅰ
】

た
ま

ご
ぜ
ん

1
（
注
1
）

上
の
御
元
服
の
御
定
め
と
て
、（
注
2
）

摂
政
殿
、
内
に
参
ら
せ
給
ふ
。
御
よ
そ
ほ
ひ
こ
と
に
引
き
つ
く
ろ
は
せ
給
ひ
、 （
注
3
）

御
前
ど
も
も
き
ら
き
ら
し
う
て
、

い

た
そ
が
れ
も
過
ぐ
る
ほ
ど
に
出
で
立
ち
給
ふ
。

お
ほ
ひ
の
み
か
ど

ゐ
の
く
ま

2
（
注
4
）

大
炊
御
門
、
猪
隈
の
わ
た
り
に
、
思
ひ
か
け
ず
あ
や
し
の
者
ど
も
こ
こ
ら
待
ち
う
け
奉
り
て
、
え
も
い
は
ず
む
く
つ
け
き
ふ
る
ま
ひ
を
し
つ
つ
、

も
と
ど
り

御
供
な
る
人
々
を
い
た
く
な
や
ま
し
聞
こ
え
て
、
乱
り
が
は
し
う
追
ひ
の
の
し
り
、
髻
を
さ
へ
切
り
た
る
も
の
か
。
ア
ゆ
く
り
も
な
き
こ
と
に

た
れ

て
、
用
意
す
べ
く
も
あ
ら
ず
、
誰
も
誰
も
あ
き
れ
ま
ど
ひ
た
り
。
殿
は
た
だ
恐
ろ
し
き
に
、
も
の
も
覚
え
給
は
ず
、
い
み
じ
き
ひ
た
ぶ
る
心
あ
る

（
注
5
）

白
波
ど
も
の
立
ち
さ
わ
ぐ
に
こ
そ
は
と
お
ぼ
い
て
、
い
と
は
し
た
な
く
む
く
つ
け
う
さ
へ
な
り
給
ひ
、
御
車
の
う
ち
に
ひ
れ
伏
し
給
ふ
。
か
ら
う

じ
て
御
前
ど
も
参
り
集
ま
り
し
か
ど
、
い
ひ
し
ら
ず
見
ぐ
る
し
き
姿
な
れ
ば
、
今
夜
は
び
ん
な
し
と
て
帰
ら
せ
給
ふ
。
か
う
世
づ
か
ぬ
事
は
、
盗

す
け
も
り

人
の
し
わ
ざ
に
は
あ
ら
ず
、（
注
6
）

六
波
羅
の
入
道
の
は
か
ら
ふ
こ
と
と
て
、 （
注
7
）

資
盛
の
侍
従
の
つ
か
う
ま
つ
れ
る
に
や
。

あ

か
し
こ
ま

3
こ
れ
は
七
月
の
こ
ろ
、
資
盛
の
侍
従
、
も
の
へ
ま
か
り
け
る
道
に
て
殿
に
行
き
逢
ひ
奉
り
し
に
、
見
知
ら
ぬ
さ
ま
に
畏
り
も
お
か
ず
う
ち
過
ぐ

と
が

る
を
、
殿
の
御
前
ど
も
「
な
め
げ
な
り
」
と
咎
め
出
で
て
、
侍
従
を
馬
よ
り
引
き
下
ろ
し
、
い
み
じ
う
の
の
し
り
け
れ
ば
、
か
ら
う
じ
て
逃
げ
て

し
げ
も
り

う
ま
ご

い
に
け
り
。
こ
の
侍
従
は
、（
注
8
）

小
�
の
重
盛
の
次
郎
に
て
、
六
波
羅
の
入
道
の
孫
な
り
。

4
い
つ
し
か
こ
の
事
か
く
れ
な
く
、
入
道
も
伝
へ
聞
き
て
、
イ
い
と
も
の
し
と
お
ぼ
い
た
り
。
も
と
よ
り
心
を
さ
な
く
、
く
ね
く
ね
し
き
人
な
り

古 文
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た
ち
ゐ

け
れ
ば
、
い
か
で
そ
の
恥
す
す
ぐ
ば
か
り
の
こ
と
を
も
の
し
て
思
ひ
知
ら
せ
奉
ら
む
と
、
起
居
心
に
か
け
わ
た
り
給
ひ
け
る
を
、
殿
に
は
つ
ゆ
知

し
れ
も
の

ら
せ
給
ふ
べ
き
な
ら
ね
ば
、
た
だ
い
か
さ
ま
な
る
痴
者
に
か
と
お
ぼ
さ
れ
し
に
、
か
う
な
り
け
り
と
知
り
は
て
給
ひ
て
は
、
い
ま
少
し
お
ぼ
し
よ

ら
ぬ
こ
と
に
て
、
め
づ
ら
か
に
も
、
あ
さ
ま
し
う
も
、
さ
ま
ざ
ま
に
御
心
も
う
ご
く
べ
し
。

【
文
章
Ⅱ
】

あ
つ
そ
ん

ゐ
の
く
ま

て
ん
が

ぎ
よ
し
ゆ
つ

ら
う
ぜ
き

資
盛
朝
臣
、
大
炊
御
門
、
猪
熊
に
て
、
殿
下
の
御
出
に（
注
9
）

は
な
つ
き
に
参
り
あ
ふ
。
御
供
の
人
々
、「
何
者
ぞ
、
狼
藉
な
り
。
御
出
の
な
る
に
、

さ
う
ら

い
ら

さ
ぶ
ら
ひ

乗
り
物
よ
り
降
り
候
へ
降
り
候
へ
」
と
苛
で
け
れ
ど
も
、
あ
ま
り
に
誇
り
勇
み
、
世
を
世
と
も
せ
ざ
り
け
る
う
へ
、
召
し
具
し
た
る
侍
ど
も
、
皆

こ
つ
ぱ
ふ

い
つ
せ
つ

二
十
よ
り
内
の
若
者
ど
も
な
り
。 （
注
10
）

礼
儀
骨
法
わ
き
ま
へ
た
る
者
一
人
も
な
し
。
殿
下
の
御
出
と
も
い
は
ず
、
一
切
下
馬
の
礼
儀
に
も
及
ば
ず
、
a
駆

く
ら

け
や
ぶ
つ
て
通
ら
む
と
す
る
間
、
く
ら
さ
は
闇
し
、
つ
や
つ
や
入
道
の
孫
と
も
知
ら
ず
、
ま
た
少
々
は
知
つ
た
れ
ど
も
そ
ら
知
ら
ず
し
て
、
資
盛

朝
臣
を
は
じ
め
と
し
て
、
侍
ど
も
み
な
馬
よ
り
と
つ
て
引
き
落
と
し
、
す
こ
ぶ
る
恥
辱
に
及
び
け
り
。
資
盛
朝
臣
、
は
ふ
は
ふ
六
波
羅
へ
お
は
し

お
ほ
ぢ

し
や
う
こ
く
ぜ
ん
も
ん

じ
や
う
か
い

て
、
祖
父
の
相
国
禅
門
に
こ
の
よ
し
b
訴
へ
申
さ
れ
け
れ
ば
、
入
道
大
き
に
怒
つ
て
、「
た
と
ひ
殿
下
な
り
と
も
、
浄
海
が
あ
た
り
を
ば
は
ば

さ

う

か
り
給
ふ
べ
き
に
、
幼
き
者
に
左
右
な
く
恥
辱
を
あ
た
へ
ら
れ
け
る
こ
そ
遺
恨
の
次
第
な
れ
。
か
か
る
事
よ
り
し
て
、
人
に
は
あ
ざ
む
か
る
る
ぞ
。

の
た
ま

し
げ
も
り
の
き
や
う

こ
の
事
思
ひ
知
ら
せ
奉
ら
で
は
、
え
こ
そ
あ
る
ま
じ
け
れ
。
殿
下
を
c
恨
み
奉
ら
ば
や
」
と
宣
へ
ば
、
重
盛
卿
申
さ
れ
け
る
は
、「
こ
れ
は
少

よ
り
ま
さ

み
つ
も
と

げ
ん
じ

し
も
苦
し
う
候
ふ
ま
じ
。 （
注
11
）

頼
政
、
光
基
な
ん
ど
申
す
源
氏
ど
も
に
あ
ざ
む
か
れ
て
候
は
む
に
は
、
ま
こ
と
に
一
門
の
恥
辱
で
も
候
ふ
べ
し
。
重
盛

び
ろ
う

が
子
ど
も
と
て
候
は
む
ず
る
者
の
、
殿
の
御
出
に
参
り
あ
ひ
て
、
乗
り
物
よ
り
降
り
候
は
ぬ
こ
そ
、
尾
籠
に
候
へ
」
と
て
、
帰
ら
れ
け
り
。

か
た
い
な
か

こ
は

そ
の
後
、
入
道
相
国
、
小
�
殿
に
は
仰
せ
ら
れ
も
あ
は
せ
ず
、
片
田
舎
の
侍
ど
も
の
、
強
ら
か
に
て
、
入
道
殿
の
仰
せ
よ
り
ほ
か
は
ま
た
恐
ろ

な
ん
ば

せ
の
を

き
た

し
ゆ
し
や
う

し
き
事
な
し
と
思
ふ
者
ど
も
、 （
注
12
）

難
波
、
瀬
尾
を
始
め
と
し
て
、
都
合
六
十
余
人
召
し
寄
せ
、「
来
る
二
十
一
日
、
主
上
御
元
服
の
御
定
め
の
た
め

せ
ん
ぐ

み
ず
い
じ
ん

に
、
殿
下
御
出
d
あ
る
べ
か
ん
な
り
。
い
づ
く
に
て
も
待
ち
受
け
奉
り
、
前
駆
・ （
注
13
）

御
随
身
ど
も
が
髻
切
つ
て
、
資
盛
が
恥
す
す
げ
」
と
ぞ
宣
ひ
け

510

23― ―

歴史物語・軍記物語

／２６共通テスト対策問題集５　国語（古）問／０２＿２６対策問題集５（古）問　古文／古文（３） 2023.12.08 15.28.58 Page 23

Sam
ple



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ご
ち
よ
く
ろ

る
。
殿
下
、
こ
れ
を
ば
夢
に
も
知
ろ
し
め
さ
ず
、
主
上
明
年
御
元
服
、（
注
14
）

御
加
冠
、
拝
官
の
御
定
め
の
た
め
に
、 （
注
15
）

御
直
廬
に
し
ば
ら
く
御
座
あ
る

た
い
け
ん
も
ん

じ
ゆ
ぎ
よ

な
か
の
み
か
ど

べ
き
に
て
、
常
の
御
出
よ
り
も
e
引
き
つ
く
ろ
は
せ
給
ひ
て
、
今
度
は （
注
16
）

待
賢
門
よ
り
入
御
あ
る
べ
き
に
て
、 （
注
17
）

中
御
門
を
西
へ
御
出
な
る
。

た
か
く
ら

（
注
）
1

上
―
―
高
倉
天
皇
。【
文
章
Ⅱ
】
の
「
主
上
」
も
同
じ
。

ふ
じ
わ
ら
の
も
と
ふ
さ

2

摂
政
殿
―
―
藤
原
基
房
。
後
出
の
「
殿
」
や
、【
文
章
Ⅱ
】
の
「
殿
下
」
も
同
じ
。

3

御
前
―
―
先
払
い
の
者
。【
文
章
Ⅱ
】
の
「
前
駆
」
も
同
じ
。

4

大
炊
御
門
、
猪
隈
の
わ
た
り
―
―
大
炊
御
門
は
平
安
京
を
東
西
に
走
る
大
炊
御
門
大
路
、
猪
隈
（【
文
章
Ⅱ
】
で
は
「
猪
熊
」）
は
南
北
に
走
る
猪
熊

小
路
の
こ
と
で
、
両
者
が
交
わ
る
あ
た
り
を
指
す
。

5

白
波
―
―
盗
賊
の
こ
と
。
中
国
の
故
事
に
基
づ
く
表
現
。

6

六
波
羅
の
入
道
―
―
平
清
盛
。
六
波
羅
は
清
盛
の
邸
宅
の
あ
っ
た
場
所
。【
文
章
Ⅱ
】
の
「
相
国
禅
門
」「
浄
海
」
も
同
じ
。

7

資
盛
の
侍
従
―
―
平
資
盛
。

8

小
�
の
重
盛
―
―
平
重
盛
。

9

は
な
つ
き
に
―
―
出
会
い
が
し
ら
に
。

10

礼
儀
骨
法
―
―
礼
儀
な
ど
の
作
法
。

11

頼
政
、
光
基
―
―
源
頼
政
、
源
光
基
。
平
家
に
敵
対
す
る
源
氏
の
武
将
。

つ
ね
と
お

か
ね
や
す

び
ぜ
ん

び
つ
ち
ゆ
う

12

難
波
、
瀬
尾
―
―
難
波
経
遠
、
瀬
尾
兼
康
。
難
波
は
備
前
国
、
瀬
尾
は
備
中
国
の
住
人
。

13

御
随
身
―
―
警
備
の
官
人
。

14

御
加
冠
、
拝
官
―
―
天
皇
が
元
服
し
て
初
め
て
冠
を
つ
け
、
そ
の
後
臣
下
の
官
位
を
進
め
る
こ
と
。

15

御
直
廬
―
―
宮
中
の
摂
政
・
関
白
の
休
息
所
。

16

待
賢
門
―
―
大
内
裏
に
入
る
門
の
一
つ
。

15

古 文
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な
か
み
か
ど

17

中
御
門
―
―
平
安
京
を
東
西
に
走
る
中
御
門
大
路
。
待
賢
門
に
至
る
。
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問
1

傍
線
部
ア
・
イ
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。

ア

ゆ
く
り
も
な
き
こ
と
に
て

�����������
�

あ
ま
り
に
も
ひ
ど
い
こ
と
で
あ
っ
て

	

い
つ
も
起
こ
る
こ
と
で
も
な
い
こ
と
で




い
ま
ま
で
聞
い
た
こ
と
も
な
い
こ
と
で

�

す
っ
か
り
気
を
抜
い
て
い
た
こ
と
で

�

思
い
も
か
け
な
い
こ
と
で
あ
っ
て

イ

い
と
も
の
し
と
お
ぼ
い
た
り

�����������
�

妙
に
気
に
さ
わ
る
や
つ
ら
だ
と
思
っ
て
い
た

	

と
て
も
不
快
だ
と
お
思
い
に
な
っ
て
い
た




か
な
ら
ず
仕
返
し
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
し
た

�

た
い
へ
ん
情
け
な
い
こ
と
だ
と
思
わ
れ
た

�

い
っ
た
い
ど
う
し
た
も
の
か
と
思
い
な
さ
っ
た

古 文

26― ―

／２６共通テスト対策問題集５　国語（古）問／０２＿２６対策問題集５（古）問　古文／古文（３） 2023.12.08 15.28.58 Page 26

Sam
ple



問
2

波
線
部
a
〜
e
に
つ
い
て
、
語
句
と
表
現
に
関
す
る
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

は
つ

�

a
「
駆
け
や
ぶ
つ
て
」
の
「
駆
け
や
ぶ
つ
」
は
撥
音
便
で
、
襲
い
か
か
っ
て
き
た
者
た
ち
の
乱
暴
さ
を
際
立
た
せ
て
い
る
。

�

b
「
訴
へ
申
さ
れ
け
れ
ば
」
は
、「
申
さ
」
が
謙
譲
の
動
詞
で
あ
り
、
資
盛
か
ら
清
盛
へ
の
敬
意
を
表
し
て
い
る
。

�

c
「
恨
み
奉
ら
ば
や
」
は
、「
ば
や
」
が
詠
嘆
の
終
助
詞
で
あ
り
、
清
盛
の
怒
り
が
並
大
抵
で
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

�

d
「
あ
る
べ
か
ん
な
り
」
は
、「
な
り
」
が
伝
聞
の
助
動
詞
で
あ
り
、
清
盛
が
基
房
の
参
内
の
日
時
を
伝
え
聞
い
た
こ
と
を
表
し
て
い

る
。

�

e
「
引
き
つ
く
ろ
は
せ
給
ひ
て
」
は
、「
せ
」
が
使
役
の
助
動
詞
で
、
基
房
が
家
来
た
ち
に
警
固
の
準
備
を
周
到
に
さ
せ
た
こ
と
を
表

し
て
い
る
。

問
3
【
文
章
Ⅰ
】
の
登
場
人
物
に
関
す
る
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

�

基
房
は
、
帝
の
元
服
の
件
で
参
内
し
た
が
、
出
発
の
準
備
を
念
入
り
に
行
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
夜
も
更
け
た
こ
ろ
に
到
着
し
た
。

�

基
房
の
供
の
者
は
、
見
知
ら
ぬ
者
た
ち
に
襲
わ
れ
た
理
由
に
ま
っ
た
く
思
い
当
た
る
節
が
な
か
っ
た
の
で
、
一
層
恐
怖
心
に
か
ら
れ
た
。

�

清
盛
は
、
資
盛
が
恥
辱
を
受
け
た
と
聞
き
、
今
回
の
仕
打
ち
は
資
盛
だ
け
で
な
く
平
家
一
門
の
名
誉
に
関
わ
る
重
大
事
だ
と
憤
慨
し
た
。

�

基
房
は
、
突
然
襲
っ
て
き
た
の
は
平
家
一
門
の
者
で
あ
っ
た
と
知
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
の
、
い
ま
一
つ
納
得
が
い
か
な
か
っ
た
。
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問
4

次
に
示
す
の
は
、
授
業
で
本
文
を
読
ん
だ
後
の
、
話
し
合
い
の
様
子
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
ⅰ
〜
ⅲ
の
問
い
に
答
え
よ
。

教

師
―
―
い
ま
二
つ
の
文
章
を
読
み
ま
し
た
が
、【
文
章
Ⅰ
】
は
、『
平
家
物
語
』
を
資
料
に
し
て
描
か
れ
た
作
品
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、『
平
家
物
語
』
を
そ
の
ま
ま
な
ぞ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。【
文
章
Ⅰ
】
と
【
文
章
Ⅱ
】
に
は
違
う
点
も
あ

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
が
あ
り
ま
す
ね
。
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
か
、
み
ん
な
で
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

生
徒
Ａ
―
―
話
の
展
開
が
ま
っ
た
く
違
う
よ
う
に
思
え
る
ん
だ
け
ど
。

生
徒
Ｂ
―
―
そ
う
だ
ね
。【
文
章
Ⅱ
】
は
、
時
間
の
流
れ
の
ま
ま
に
叙
述
が
進
ん
で
い
る
け
ど
、【
文
章
Ⅰ
】
は
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、

Ｘ

と
い
う
展
開
で
叙
述
さ
れ
て
い
て
、
事
件
そ
の
も
の
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
強
く
感
じ
ら
れ
る
ね
。

生
徒
Ｃ
―
―
そ
れ
以
外
に
も
、【
文
章
Ⅰ
】
で
は
、
登
場
人
物
の
発
言
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
に
、【
文
章
Ⅱ
】
で
は
発
言
が
多
い
と
こ
ろ
も
特

徴
的
だ
よ
ね
。【
文
章
Ⅱ
】
の

Ｙ

、
こ
こ
な
ん
か
は
発
言
者
の
人
物
像
や
性
格
ま
で
読
み
取
れ
そ
う
だ
よ
。

生
徒
Ａ
―
―
そ
う
言
わ
れ
る
と
、【
文
章
Ⅰ
】
の
叙
述
で
は
、【
文
章
Ⅱ
】
の
よ
う
な
臨
場
感
が
だ
い
ぶ
薄
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
気
が
す
る
よ
。

『
平
家
物
語
』
で
は
、【
文
章
Ⅱ
】
の
後
に
も
ま
だ
こ
の
事
件
の
叙
述
は
続
く
ん
で
し
ょ
う
。
だ
っ
て
、
ま
だ
、
事
件
の
ハ
イ
ラ

イ
ト
は
語
ら
れ
て
い
な
い
も
の
。
た
だ
、
そ
れ
を
【
文
章
Ⅰ
】
で
は
こ
れ
だ
け
の
�
量
に
ま
と
め
て
あ
る
か
ら
、
内
容
が
す
っ

き
り
と
理
解
で
き
る
け
ど
、
何
か
物
足
り
な
い
な
あ
。

教

師
―
―
確
か
に
そ
う
感
じ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、【
文
章
Ⅰ
】
と
【
文
章
Ⅱ
】
が
ど
の
よ
う
に
し
て
書
か
れ
た
も
の
な
の
か
も
考
え

る
必
要
が
あ
り
ま
す
ね
。【
文
章
Ⅰ
】
は
、
江
戸
時
代
に
『
平
家
物
語
』
な
ど
の
文
献
を
も
と
に
平
安
時
代
末
期
の
歴
史
を
書

つ
づ

た

び

わ

き
綴
っ
た
も
の
で
す
。
一
方
【
文
章
Ⅱ
】
は
、
源
平
の
争
乱
か
ら
あ
ま
り
時
間
が
経
っ
て
い
な
い
と
き
に
、
琵
琶
法
師
に
よ
っ

て
語
ら
れ
た
も
の
を
記
録
し
た
も
の
で
す
。

生
徒
Ｂ
―
―
そ
う
か
、
書
き
手
の
置
か
れ
た
状
況
な
ど
に
よ
っ
て
違
い
が
生
じ
て
い
る
わ
け
だ
。

生
徒
Ｃ
―
―
そ
う
す
る
と
、【
文
章
Ⅰ
】
や
【
文
章
Ⅱ
】
の
描
写
に
つ
い
て
、

Ｚ

と
い
う
こ
と
が
言
え
る
か
な
。

古 文
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教

師
―
―
こ
う
し
て
丁
寧
に
読
み
比
べ
る
と
、
お
も
し
ろ
い
発
見
に
つ
な
が
り
ま
す
ね
。

ⅰ

空
欄

Ｘ

に
入
る
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

�

1
・
3
段
落
が
襲
撃
事
件
の
発
端
と
な
っ
た
場
面
で
、
そ
の
間
に
襲
撃
事
件
の
場
面
で
あ
る
2
段
落
が
挟
み
込
ま
れ
、
最
後

う
わ
さ
ば
な
し

に
4
段
落
で
事
件
の
犯
人
の
動
機
が
世
間
の
噂
話
に
よ
っ
て
明
か
さ
れ
る

�

1
・
3
段
落
が
襲
撃
事
件
の
発
端
で
、
そ
の
間
に
襲
撃
の
場
面
で
あ
る
2
段
落
が
挟
み
込
ま
れ
、
4
段
落
で
は
襲
撃
さ
れ

た
者
の
当
日
の
混
乱
ぶ
り
が
再
度
詳
し
く
付
け
加
え
ら
れ
る

�

1
・
2
段
落
で
襲
撃
事
件
の
場
面
が
描
か
れ
、
そ
の
事
件
の
発
端
と
な
っ
た
出
来
事
が
3
段
落
で
語
ら
れ
、
最
後
の
4
段

た
ん

落
で
は
、
3
段
落
の
内
容
を
受
け
、
さ
ら
に
事
件
の
後
日
譚
が
語
ら
れ
る

�

1
・
2
段
落
で
最
初
に
起
こ
っ
た
争
い
が
描
か
れ
、
次
に
そ
こ
で
打
ち
負
か
さ
れ
た
側
が
逆
襲
す
る
場
面
が
3
段
落
で
語
ら

れ
て
、
4
段
落
で
は
、
3
段
落
を
受
け
て
逆
襲
さ
れ
た
側
の
と
ま
ど
う
様
子
が
語
ら
れ
る

29― ―

歴史物語・軍記物語

／２６共通テスト対策問題集５　国語（古）問／０２＿２６対策問題集５（古）問　古文／古文（３） 2023.12.08 15.28.58 Page 29

Sam
ple



ⅱ

空
欄

Ｙ

に
入
る
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

�
「
何
者
ぞ
」
で
始
ま
る
発
言
で
は
、
基
房
の
供
の
者
が
、
天
下
の
摂
政
殿
の
通
行
に
対
し
て
、
資
盛
を
は
じ
め
と
す
る
平
家
ど
も
が

下
馬
の
礼
を
尽
く
さ
な
い
の
は
無
礼
だ
と
傲
慢
に
振
る
舞
っ
て
い
る

�
「
た
と
ひ
殿
下
な
り
と
も
」
で
始
ま
る
発
言
で
は
、
清
盛
が
、
自
�
に
対
す
る
侮
辱
な
ら
ま
だ
我
慢
で
き
る
が
、
幼
い
者
た
ち
に
理

由
も
告
げ
ず
に
乱
暴
を
は
た
ら
く
の
は
許
せ
な
い
と
息
巻
い
て
い
る

�
「
こ
れ
は
少
し
も
」
で
始
ま
る
発
言
で
は
、
重
盛
が
、
敵
対
す
る
源
氏
に
辱
め
を
受
け
た
の
な
ら
恨
む
の
も
も
っ
と
も
だ
が
、
資
盛

の
ほ
う
が
無
礼
を
は
た
ら
い
た
の
だ
か
ら
自
業
自
得
だ
と
た
し
な
め
て
い
る

ぶ
ら
い

�
「
来
る
二
十
一
日
」
で
始
ま
る
発
言
で
は
、
清
盛
が
、
襲
撃
の
犯
人
が
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
、
あ
え
て
片
田
舎
か
ら
無
頼
の
徒
を
大

勢
集
め
、
基
房
の
髻
を
切
っ
て
資
盛
の
恥
を
す
す
げ
と
気
炎
を
上
げ
て
い
る

古 文
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ⅲ

空
欄

Ｚ

に
入
る
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

�
【
文
章
Ⅰ
】
は
、「
心
を
さ
な
く
、
く
ね
く
ね
し
き
人
」「
め
づ
ら
か
に
も
、
あ
さ
ま
し
う
も
、
さ
ま
ざ
ま
に
御
心
も
う
ご
く
べ
し
」
な

ど
と
、
客
観
的
な
事
実
だ
け
で
な
く
、
登
場
人
物
に
対
す
る
筆
者
の
印
象
ま
で
読
み
取
れ
る
よ
う
な
書
き
方
を
し
て
い
る

�
【
文
章
Ⅰ
】
は
、「
大
炊
御
門
、
猪
隈
の
わ
た
り
」「
七
月
の
こ
ろ
」「
小
�
の
重
盛
の
次
郎
に
て
、
六
波
羅
の
入
道
の
孫
な
り
」
な
ど

と
、
最
初
に
起
き
た
事
件
の
場
所
や
日
時
、
当
事
者
の
血
縁
関
係
を
正
確
に
描
こ
う
と
し
て
い
る

�
【
文
章
Ⅱ
】
は
、「
殿
下
の
御
出
」「
礼
儀
骨
法
」「
御
直
廬
」
な
ど
と
、
漢
語
を
多
用
す
る
こ
と
で
、
漢
文
を
�
用
語
と
し
て
い
る
朝

廷
の
権
威
を
こ
と
さ
ら
強
調
し
、
対
照
的
に
無
骨
な
武
士
た
ち
の
様
子
を
印
象
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る

�
【
文
章
Ⅱ
】
は
、「
入
道
殿
の
仰
せ
よ
り
ほ
か
は
ま
た
恐
ろ
し
き
事
な
し
」「
都
合
六
十
余
人
召
し
寄
せ
」
な
ど
と
、
清
盛
の
力
の
大

き
さ
を
示
す
こ
と
で
、
平
家
の
勢
力
が
朝
廷
の
権
威
を
上
回
っ
て
い
た
状
況
を
う
か
が
わ
せ
る
表
現
に
な
っ
て
い
る
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つ
き

3

歴
史
物
語
『
月
の
ゆ
く
へ
』

へ
い
け
も
の
が
た
り

軍
記
物
語
『
平
家
物
語
』

設
問

正
解

配
点

自
己
採
点

問
1
ア

�

5

イ

�

5

問
2

�

7

問
3

�

7

問
4

ⅰ

�

7

ⅱ

�

7

ⅲ

�

7

自
己
採
点
合
計

【
出
典
】

【
文
章
Ⅰ
】
▼
『
月
の
ゆ
く
へ
』
巻
一

成
立
…
…
…
…
江
戸
時
代
後
期

ジ
ャ
ン
ル
…
…
歴
史
物
語

あ
ら
き

だ
れ
い
じ
ょ

作
者
…
…
…
…
荒
木
田
麗
女

内
容
・
特
徴
…
全
二
巻
。
平
安
時
代
か
ら
南
北
朝
時
代
に
か
け
て
成
立
し
た
、
四
つ
の
歴
史

お
お
か
が
み

い
ま

み
ず

ま
す

し
き
ょ
う

物
語
（『
大
鏡
』『
今
鏡
』『
水
鏡
』『
増
鏡
』）
を
「
四
鏡
」
と
呼
ぶ
が
、『
今

鏡
』
が
扱
う
平
安
時
代
後
期
ま
で
と
、『
増
鏡
』
が
扱
う
鎌
倉
時
代
初
期
以

降
の
間
に
は
、
書
き
記
さ
れ
て
い
な
い
時
代
が
あ
る
。
本
作
品
は
、
そ
の
空

白
の
時
代
に
つ
い
て
記
す
こ
と
で
、「
四
鏡
」
で
扱
わ
れ
る
歴
史
叙
述
を
完

た
か
く
ら

あ
ん
と
く

結
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
高
倉
天
皇
・
安
徳
天
皇
の
二
代
の
事
跡
を
記

し
て
い
る
。
老
人
や
仙
人
の
昔
語
り
の
体
裁
を
取
る
「
四
鏡
」
に
倣
っ
て
、

時
々
訪
ね
て
く
る
百
歳
を
超
し
た
老
人
の
語
っ
た
こ
と
を
、
作
者
が
書
き
記

し
た
と
い
う
形
式
を
取
っ
て
い
る
。
平
家
一
門
の
盛
衰
が
物
語
の
中
心
に
な

っ
て
い
る
が
、
合
戦
場
面
を
極
力
減
ら
し
、
貴
族
の
視
点
か
ら
平
家
の
貴
族

的
な
面
を
描
く
こ
と
を
意
図
し
、
あ
た
か
も
天
皇
や
貴
族
が
政
治
の
中
心
と

な
っ
て
、
栄
華
を
極
め
て
い
た
時
代
の
物
語
で
あ
る
か
の
よ
う
に
構
成
・
表

現
さ
れ
て
い
る
。

い

せ

作
者
の
荒
木
田
麗
女
は
伊
勢
の
神
官
の
家
に
生
ま
れ
、
古
典
を
学
ぶ
上
で
恵

よ
み
ほ
ん

ま
れ
た
環
境
に
育
ち
、
和
歌
・
俳
諧
・
漢
詩
・
紀
行
・
読
本
な
ど
、
多
方
面

い
け

も
く
ず

に
わ
た
る
著
作
が
あ
る
。
本
書
と
同
類
の
歴
史
物
語
『
池
の
藻
屑
』（『
増
鏡
』

ご
だ
い
ご

の
あ
と
を
継
い
で
後
醍
醐
天
皇
以
下
十
四
代
約
二
七
〇
年
間
の
歴
史
を
記

す
）
も
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。のむ

ら
そ
う
い
ち

な
か
や
ま
や
す
ま
さ

な
お
、
本
文
は
、『
校
註
日
本
文
学
大
系
』（
野
村
宗
朔
校
註
・
中
山
泰
昌
編

誠
文
堂
刊
）

に
よ
っ
た
が
、
問
題
文
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
る
た
め
に
、
一
部
表
記
を
改
め
て
い
る
。

て
ん
が
の
の
り
あ
い

【
文
章
Ⅱ
】
▼
『
平
家
物
語
』
巻
第
一
「
殿
下
乗
合
」

成
立
…
…
…
…
鎌
倉
時
代
前
期

ジ
ャ
ン
ル
…
…
軍
記
物
語

作
者
…
…
…
…
未
詳

た
い
ら
の
き
よ
も
り

こ
ん
こ
う

内
容
・
特
徴
…
平
清
盛
を
中
心
と
し
て
栄
華
を
誇
っ
た
平
家
一
門
の
没
落
を
和
漢
混
淆
文

（
＝
和
文
体
と
漢
文
訓
読
文
体
と
を
織
り
交
ぜ
て
書
か
れ
た
文
章
）
に
よ
っ

て
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
前
半
は
平
清
盛
と
そ
の
一
族
の
興
隆
と
栄
華
、
そ

げ
ん
じ

れ
に
反
発
す
る
勢
力
の
陰
謀
な
ど
を
中
心
に
、
後
半
は
源
氏
勢
の
台
頭
と
平

家
の
都
落
ち
か
ら
滅
亡
ま
で
を
中
心
に
描
く
。
作
品
に
は
仏
教
的
無
常
観

（
＝
こ
の
世
の
す
べ
て
の
も
の
は
永
遠
の
存
在
で
は
な
い
と
い
う
観
念
）
と

い
う
テ
ー
マ
が
通
底
し
て
い
る
。

『
平
家
物
語
』
は
、
そ
の
成
立
過
程
の
事
情
か
ら
、
多
く
の
異
本
（
＝
同
一

の
作
品
で
あ
る
が
、
伝
承
の
過
程
で
語
句
や
表
現
、
本
文
の
内
容
な
ど
に
違

い
が
生
じ
て
い
る
本
）が
存
在
し
、
様
々
な
形
で
伝
え
ら
れ
た
。
な
か
で
も
、

び

わ

へ
い
き
ょ
く

琵
琶
法
師
が
琵
琶
を
奏
で
な
が
ら
語
る
、
平
曲
と
呼
ば
れ
る
語
り
物
を
通

じ
て
広
ま
っ
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
作
中
の
多
く
の
逸

話
は
、
能
や
歌
舞
伎
を
は
じ
め
と
し
て
後
世
の
様
々
な
文
学
や
芸
能
に
取
り

古 文
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入
れ
ら
れ
て
再
構
成
さ
れ
、
新
し
い
作
品
が
数
多
く
生
み
出
さ
れ
る
も
と
と

な
る
な
ど
、
後
世
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

か
じ
は
ら
ま
さ
あ
き

や
ま
し
た
ひ
ろ
あ
き

な
お
、
本
文
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
平
家
物
語

上
』（
梶
原
正
昭
・
山
下
宏
明

校
注

岩
波
書
店
刊
）に
よ
っ
た
が
、
読
解
の
便
宜
を
図
る
た
め
に
途
中
省
略
を
し
て
お
り
、

ま
た
、
問
題
文
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
る
た
め
に
、
一
部
表
記
を
改
め
て
い
る
。

【
全
文
解
釈
】

【
文
章
Ⅰ
】

げ
ん
ぷ
く

せ
っ
し
ょ
う

ふ
じ

天
皇
（
＝
高
倉
天
皇
）
の
御
元
服
の
御
打
ち
合
わ
せ
と
い
う
こ
と
で
、
摂
政
殿
（
＝
藤

わ
ら
の
も
と
ふ
さ

原
基
房
）
が
、
宮
中
に
参
上
し
な
さ
る
。
御
装
束
を
格
別
に
よ
く
整
え
な
さ
り
、
御
先
払

い
の
者
ど
も
も
美
し
い
身
な
り
で
、
夕
暮
れ
も
過
ぎ
る
こ
ろ
に
お
出
か
け
に
な
る
。

お
お
い

み
か
ど
お
お
じ

い
の
く
ま
こ
う
じ

（
と
こ
ろ
が
）
大
炊
御
門
大
路
（
と
）、
猪
熊
小
路
（
と
が
交
わ
る
地
点
）
の
あ
た
り
に
、

思
い
が
け
ず
怪
し
い
者
ど
も
が
大
勢
待
ち
受
け
申
し
上
げ
て
、
な
ん
と
も
言
い
よ
う
も
な
い

ほ
ど
恐
ろ
し
い
振
る
舞
い
を
し
て
は
、お
供
で
あ
る
人
々
を
た
い
そ
う
困
ら
せ
申
し
上
げ
て
、

も
と
ど
り

乱
暴
に
追
い
た
て
て
大
声
で
騒
ぎ
、
髻
を
ま
で
切
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
よ
。
思
い
も
か
け

な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
前
も
っ
て
備
え
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
は
ず
も
な
く
、
誰
も
が
皆
ひ

ぼ
う
ぜ
ん

ど
く
驚
き
途
方
に
暮
れ
て
い
る
。（
摂
政
）
殿
は
た
だ
恐
ろ
し
い
の
で
、
茫
然
と
し
な
さ
り
、

恐
ろ
し
い
向
こ
う
見
ず
な
心
の
あ
る
盗
賊
ど
も
が
騒
ぎ
た
て
る
の
で
（
あ
ろ
う
）
と
お
思
い

に
な
っ
て
、
た
い
そ
う
困
惑
し
気
味
が
悪
い
と
ま
で
お
思
い
に
な
っ
て
、
御
車
の
う
ち
に
倒

れ
伏
し
な
さ
る
。
や
っ
と
の
こ
と
で
御
先
払
い
の
者
ど
も
が
参
集
し
た
け
れ
ど
も
、
言
い
よ

う
も
な
く
見
苦
し
い
姿
な
の
で
、（
摂
政
殿
は
）
今
夜
は
具
合
が
悪
い
と
い
う
こ
と
で
お
帰

ろ
く
は

ら

り
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
め
っ
た
に
な
い
出
来
事
は
、
盗
人
の
し
わ
ざ
で
は
な
く
、
六
波
羅

す
け
も
り

の
入
道
（
＝
平
清
盛
）
が
計
画
し
た
こ
と
と
し
て
、
資
盛
の
侍
従
が
し
で
か
し
申
し
上
げ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
七
月
の
こ
ろ
、
資
盛
の
侍
従
が
、
あ
る
と
こ
ろ
へ
お
出
か
け
し
た
道
中
で
（
摂
政
）

殿
に
（
偶
然
に
）
出
会
い
申
し
上
げ
た
際
に
、
見
知
ら
ぬ
ふ
り
を
し
て
敬
意
を
表
す
こ
と
も

と
が

せ
ず
に
通
り
過
ぎ
る
の
を
、（
摂
政
）
殿
の
御
先
払
い
の
者
ど
も
が
「
無
礼
だ
」
と
咎
め
た

て
て
、
侍
従
を
馬
か
ら
引
き
ず
り
お
ろ
し
、
ひ
ど
く
声
高
に
騒
い
だ
の
で
、（
資
盛
は
）
や

こ
ま
つ

し
げ
も
り

っ
と
の
こ
と
で
逃
げ
去
っ
た
。
こ
の
侍
従
は
、
小
�
の
重
盛
の
次
男
で
、
六
波
羅
の
入
道
の

孫
で
あ
る
。

早
く
も
こ
の
こ
と
は
広
く
知
れ
わ
た
り
、
入
道
も
伝
え
聞
い
て
、
と
て
も
不
快
だ
と
お
思

い
に
な
っ
て
い
た
。（
入
道
は
）
も
と
も
と
大
人
げ
な
く
、
心
の
ね
じ
け
た
人
で
あ
っ
た
の

で
、
な
ん
と
か
し
て
そ
の
（
資
盛
の
受
け
た
）
辱
め
を
す
す
ぐ
ほ
ど
の
こ
と
を
し
て
（
摂
政

殿
に
）
思
い
知
ら
せ
申
し
上
げ
よ
う
と
、
常
日
ご
ろ
心
に
か
け
続
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の

を
、（
摂
政
）
殿
に
お
か
れ
て
は
少
し
も
わ
か
り
な
さ
る
は
ず
も
な
い
の
で
、
た
だ
（
先
日

乱
暴
を
は
た
ら
い
た
の
は
）
ど
の
よ
う
な
愚
か
者
で
あ
ろ
う
か
と
お
思
い
に
な
っ
て
い
た
の

に
、
こ
う
で
あ
っ
た
の
だ
と
す
っ
か
り
お
わ
か
り
に
な
っ
て
も
、
い
ま
一
つ
合
点
の
ゆ
き
な

さ
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
め
っ
た
に
な
い
こ
と
と
も
、
驚
き
あ
き
れ
た
こ
と
と
も
、
あ
れ

こ
れ
と
（
摂
政
殿
の
）
御
心
も
揺
れ
動
く
の
で
あ
ろ
う
。

【
文
章
Ⅱ
】

あ
そ
ん

資
盛
朝
臣
が
、
大
炊
御
門
（
大
路
と
）、
猪
熊
（
小
路
の
交
差
し
て
い
る
と
こ
ろ
）
で
、
摂

政
殿
の
お
出
か
け
に
出
会
い
が
し
ら
に
行
き
合
い
申
し
上
げ
る
。
お
供
の
人
々
が
、「
何
者

だ
、
無
礼
で
あ
る
。（
摂
政
殿
の
）
お
出
か
け
だ
か
ら
、
乗
り
物
か
ら
降
り
な
さ
い
降
り
な

せ

さ
い
」
と
急
き
立
て
た
け
れ
ど
も
、
あ
ま
り
に
（
平
家
の
威
光
を
）
自
慢
し
て
気
負
い
い
き

り
た
っ
て
、
世
の
中
を
何
と
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
上
に
、
召
し
連
れ
て
い
た
侍
ど
も
は
、

皆
二
十
歳
以
下
の
若
者
ど
も
で
あ
る
。
礼
儀
作
法
を
わ
き
ま
え
て
い
る
者
は
一
人
も
い
な

い
。
摂
政
殿
の
お
出
か
け
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
っ
さ
い
下
馬
の
礼
儀
を
と
る
こ
と

も
し
な
い
で
、（
馬
で
）
走
り
突
き
破
っ
て
通
ろ
う
と
す
る
の
で
、（
夕
方
の
）
暗
さ
は
暗
い
、

ま
っ
た
く
（
相
手
が
平
清
盛
）
入
道
の
孫
と
も
わ
か
ら
な
い
で
、
ま
た
少
々
（
の
人
）
は
わ

か
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
素
知
ら
ぬ
振
り
を
し
て
、
資
盛
朝
臣
を
は
じ
め
と
し
て
、
侍
ど
も
皆

お
と
し

を
馬
か
ら
つ
か
ま
え
て
引
き
落
と
し
、
た
い
そ
う
辱
め
貶
め
た
。
資
盛
朝
臣
は
、
や
っ
と
の

し
ょ
う
こ
く
ぜ
ん
も
ん

こ
と
で
六
波
羅
へ
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
祖
父
の
相
国
禅
門
（
＝
平
清
盛
）
に
こ
の
よ
う
な

こ
と
が
あ
っ
た
と
訴
え
申
し
上
げ
な
さ
っ
た
の
で
、
入
道
は
た
い
へ
ん
怒
っ
て
、「
た
と
え

じ
ょ
う
か
い

摂
政
殿
で
あ
っ
て
も
、（
わ
た
く
し
）
浄
海
の
身
内
に
は
遠
慮
し
な
さ
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、

ち
ゅ
う
ち
ょ

幼
い
者
を
何
の
躊
躇
も
な
く
辱
め
貶
め
な
さ
っ
た
こ
と
こ
そ
恨
み
の
（
生
じ
る
）
な
り
ゆ

き
だ
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
し
て
、
人
に
は
ば
か
に
さ
れ
る
の
だ
よ
。
こ
の
こ
と
を
（
摂

政
殿
に
）
思
い
知
ら
せ
申
し
上
げ
な
い
で
は
、
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
摂
政
殿
に

き
ょ
う

仕
返
し
を
し
申
し
上
げ
た
い
」
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
、
重
盛
卿
が
申
し
上
げ
な
さ
っ
た
こ

よ
り
ま
さ

み
つ
も
と

と
に
は
、「
こ
の
こ
と
は
ま
っ
た
く
差
し
支
え
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
頼
政
、
光
基
な
ど
と
申
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す
源
氏
ど
も
に
ば
か
に
さ
れ
ま
し
た
な
ら
ば
、
ほ
ん
と
う
に
（
平
家
）
一
門
の
恥
で
も
ご
ざ

い
ま
し
ょ
う
。
重
盛
の
子
ど
も
と
し
て
お
り
ま
す
よ
う
な
者
が
、（
摂
政
）
殿
の
お
出
か
け

に
行
き
合
い
申
し
上
げ
て
、
乗
り
物
か
ら
降
り
ま
せ
ん
こ
と
こ
そ
が
、
無
礼
で
ご
ざ
い
ま
す
」

と
言
っ
て
、
帰
り
な
さ
っ
た
。

そ
の
後
、
入
道
相
国
は
、
小
�
殿
（
＝
重
盛
）
に
は
ご
相
談
も
し
な
さ
ら
な
い
で
、
片
田

舎
の
侍
た
ち
で
、
荒
々
し
く
無
骨
で
、
入
道
が
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
よ
り
他
に
は
ま
た
恐
ろ
し

な
ん
ば

せ
の
お

い
こ
と
が
な
い
と
思
う
者
た
ち
を
、
難
波
、
瀬
尾
を
は
じ
め
と
し
て
、
都
合
六
十
数
人
を
呼

び
集
め
な
さ
り
、「
こ
の
次
の
二
十
一
日
、（
高
倉
）
天
皇
の
御
元
服
の
御
打
ち
合
わ
せ
の
た

め
に
、
摂
政
殿
の
お
出
か
け
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
そ
う
だ
。
ど
こ
で
で
も
待
ち
受
け
申
し

上
げ
、
先
払
い
の
者
や
御
警
備
の
官
人
ど
も
の
髻
を
切
っ
て
、
資
盛
の
恥
を
す
す
げ
」
と
お

っ
し
ゃ
っ
た
。

摂
政
殿
は
、
こ
れ
を
夢
に
も
知
り
な
さ
る
こ
と
は
な
く
、
天
皇
が
来
年
の
御
元
服
（
の
と

き
）、
御
冠
を
は
じ
め
て
つ
け
、（
そ
の
後
）
臣
下
の
官
位
を
進
め
る
（
儀
式
の
）
御
打
ち
合

わ
せ
の
た
め
に
、
宮
中
の
御
休
息
所
に
し
ば
ら
く
い
ら
っ
し
ゃ
る
御
予
定
で
、
い
つ
も
の
お

た
い
け
ん
も
ん

出
か
け
よ
り
も
身
な
り
を
整
え
な
さ
っ
て
、
今
度
は
待
賢
門
か
ら
お
入
り
に
な
る
予
定
で
、

中
御
門
（
大
路
）
を
西
へ
お
出
ま
し
に
な
る
。

【
設
問
解
説
】

問
1

語
句
解
釈
の
問
題

ア
形
容
詞

ク
活
用

「
ゆ
く
り
も
な
し
」

連
体
形

ゆ
く
り
も
な
き

名
詞

こ
と

助
動
詞

断
定

「
な
り
」

連
用
形

に

接
続
助
詞

て

「
ゆ
く
り
も
な
し
」

1

突
然
だ
。
不
意
だ
。

2

不
用
意
だ
。
軽
は
ず
み
だ
。

＊
「
ゆ
く
り
も
な
し
」
は
、「
ゆ
く
り
な
し
」
の
「
な
し
」
の
前
に
係
助
詞
「
も
」
が

挿
入
さ
れ
た
形
で
、
意
味
は
、「
ゆ
く
り
な
し
」
と
同
じ
で
あ
る
。

「
ゆ
く
り
も
な
き
」
の
意
味
に
該
当
す
る
の
は
、
�
「
思
い
も
か
け
な
い
」
だ
け
で
あ

る
。
よ
っ
て
、
正
解
は
�
で
あ
る
。
�
は
、「
に
て
」
の
部
�
も
「
で
あ
っ
て
」
と
断
定

の
助
動
詞
「
な
り
」
と
接
続
助
詞
「
て
」
が
適
確
に
訳
出
さ
れ
て
い
る
。

文
脈
を
確
認
す
る
と
、
傍
線
部
は
基
房
一
行
が
「
あ
や
し
の
者
ど
も
」
に
「
思
ひ
も
か

け
ず
」
襲
わ
れ
る
場
面
で
あ
り
、
供
の
者
た
ち
の
「
髻
」
ま
で
も
切
ら
れ
た
こ
と
を
「
ゆ

く
り
も
な
き
こ
と
に
て
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、「
思
い
も
か
け
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
」
と

す
る
の
は
文
脈
的
に
も
正
し
い
。

イ
副
詞

い
と

形
容
詞

シ
ク
活
用

「
も
の
し
」

終
止
形

も
の
し

格
助
詞

と

動
詞

サ
行
四
段
活
用

「
お
ぼ
す
」

連
用
形
（
イ
音
便
）

お
ぼ
い

助
動
詞

存
続

「
た
り
」

終
止
形

た
り

「
い
と
」

1

た
い
そ
う
。
と
て
も
。
た
い
へ
ん
。
非
常
に
。

2

た
い
し
て
。
そ
れ
ほ
ど
。
あ
ま
り
。

＊
2
は
打
消
表
現
と
呼
応
し
て
い
る
場
合
。

「
も
の
し
」

1

怪
し
い
。
不
気
味
だ
。

2

不
快
だ
。
目
ざ
わ
り
だ
。

「
お
ぼ
す
」

1
〈「
思
ふ
」
の
尊
敬
語
〉
思
い
な
さ
る
。
お
思
い
に
な
る
。

「
い
と
」
の
意
味
に
該
当
す
る
の
は
、
�
「
と
て
も
」、
�
「
た
い
へ
ん
」
で
、「
も
の

し
」
の
意
味
に
該
当
す
る
の
は
、
�
「
気
に
さ
わ
る
」、
�
「
不
快
だ
」
で
あ
る
。「
お
ぼ

古 文
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い
」
の
意
味
に
該
当
す
る
の
は
、
�
「
お
思
い
に
な
っ
」、
�
「
思
わ
れ
」、
�
「
思
い
な

さ
っ
」
で
、
完
了
・
存
続
の
助
動
詞
「
た
り
」
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
選
択
肢
が
正
し

く
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
正
解
は
�
で
あ
る
。

文
脈
を
確
認
す
る
と
、
資
盛
が
基
房
一
行
に
ひ
ど
い
仕
打
ち
を
受
け
た
こ
と
が
世
間
で

う
わ
さ

も
噂
に
な
り
、
そ
れ
が
清
盛
の
耳
に
も
入
っ
て
、
清
盛
が
、「
い
と
も
の
し
と
お
ぼ
い
た

り
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、「
と
て
も
不
快
だ
と
お
思
い
に
な
っ
て
い
た
」
と
す
る
の
は
文

脈
的
に
も
正
し
い
。

問
2

語
句
と
表
現
に
関
す
る
説
明
の
問
題

�

波
線
部
ａ

動
詞

ラ
行
四
段
活
用

「
駆
け
や
ぶ
る
」

連
用
形
（
促
音
便
）

駆
け
や
ぶ
つ

走
り
突
き
破
っ

接
続
助
詞

てて

「
動
詞
の
音
便
」

音
便
の
種
類

活
用
の
種
類

原
形

↓

音
便
形

1

イ
音
便

カ
・
ガ
・
サ
行
の
四
段
活
用
の
連
用
形

書
き
て

↓

書
い
て

2

ウ
音
便

ハ
・
バ
・
マ
行
の
四
段
活
用
の
連
用
形

思
ひ
て

↓

思
う
て

は
つ

3

撥
音
便

ナ
行
変
格
活
用
の
連
用
形

死
に
て

↓

死
ん
で

バ
・
マ
行
の
四
段
活
用
の
連
用
形

呼
び
て

↓

呼
ん
で

ラ
行
変
格
活
用
の
連
体
形

あ
る
な
り
↓

あ
ん
な
り

4

促
音
便

タ
・
ハ
・
ラ
行
の
四
段
活
用
の
連
用
形

渡
り
て

↓

渡
つ
て

ラ
行
変
格
活
用
の
連
用
形

あ
り
て

↓

あ
つ
て

※
1
は
カ
行
、
2
は
ハ
行
、
3
は
変
格
活
用
以
外
は
バ
行
、
4
は
ラ
行
を
例
と
し
て

挙
げ
て
い
る
。

「
駆
け
や
ぶ
つ
」
を
「
撥
音
便
」
と
す
る
の
が
不
適
当
。「
つ
」
は
前
記
4
の
促
音
便
で

あ
る
。
さ
ら
に
、「
駆
け
や
ぶ
つ
」
を
「
襲
い
か
か
っ
て
き
た
者
た
ち
の
乱
暴
さ
」
と
す

る
が
、「
駆
け
や
ぶ
つ
て
」
は
、
基
房
の
供
の
者
た
ち
か
ら
下
馬
を
命
じ
ら
れ
た
の
を
振

り
切
っ
て
行
こ
う
と
す
る
資
盛
た
ち
の
様
子
で
あ
っ
て
、
こ
の
後
、
襲
い
か
か
っ
て
き
た

基
房
の
供
の
者
た
ち
の
様
子
で
は
な
い
。
そ
の
点
も
不
適
当
で
あ
る
。

�

波
線
部
ｂ

動
詞

ハ
行
下
二
段
活
用

「
訴
ふ
」

連
用
形

訴
へ

訴
え

動
詞

サ
行
四
段
活
用

「
申
す
」

未
然
形

申
さ

申
し
上
げ

助
動
詞

尊
敬

「
る
」

連
用
形

れな
さ
っ

助
動
詞

過
去

「
け
り
」

已
然
形

け
れ

た

接
続
助
詞

ばの
で

「
敬
意
の
方
向
」

1

尊
敬
語

地
の
文
↓
「
作
者
」
か
ら

会
話
文
↓
「
会
話
主
」
か
ら
�����
「
動
作
の
主
体
」
に
対
す
る
敬
意

2

謙
譲
語

地
の
文
↓
「
作
者
」
か
ら

会
話
文
↓
「
会
話
主
」
か
ら
�����
「
動
作
の
受
け
手（
客
体
）」
に
対
す
る
敬
意

3

丁
寧
語

地
の
文
↓
「
作
者
」
か
ら

「
読
み
手
」
に

会
話
文
↓
「
会
話
主
」
か
ら
「
聞
き
手
」
に
�����
対
す
る
敬
意

「
申
さ
」
を
謙
譲
の
動
詞
と
す
る
の
は
正
し
い
が
、「
資
盛
か
ら
…
…
の
敬
意
」
と
す
る

の
が
不
適
当
で
あ
る
。
波
線
部
ｂ
が
あ
る
の
は
会
話
の
中
で
は
な
く
、
地
の
文
で
あ
る
。

前
記
2
の
よ
う
に
、
地
の
文
中
の
場
合
は
「
作
者
」
か
ら
「
動
作
の
受
け
手
（
客
体
）」

に
対
す
る
敬
意
で
あ
る
か
ら
、
登
場
人
物
で
あ
る
資
盛
か
ら
の
敬
意
で
は
な
い
。
な
お
、

お
ほ
ぢ

こ
の
場
合
動
作
の
受
け
手
は
、
本
文
に
「
祖
父
の
相
国
禅
門
に
」
と
あ
る
よ
う
に
、
清
盛

に
な
る
の
で
、「
清
盛
へ
の
敬
意
」
と
い
う
点
は
正
し
い
。
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�

波
線
部
ｃ

動
詞

マ
行
上
二
段
活
用

「
恨
む
」

連
用
形

恨
み

仕
返
し
を
し

動
詞

ラ
行
四
段
活
用

「
奉
る
」

未
然
形

奉
ら

申
し
上
げ

終
助
詞

希
望

ば
や

た
い

「
ば
や
」
を
「
詠
嘆
の
終
助
詞
」
と
す
る
の
が
不
適
当
で
あ
る
。「
ば
や
」
は
、
希
望
の

終
助
詞
で
「
〜
た
い
」
と
訳
し
、
詠
嘆
の
意
味
は
な
い
。

�

波
線
部
ｄ

動
詞

ラ
行
変
格
活
用

「
あ
り
」

連
体
形

あ
る

あ
る

助
動
詞

当
然

「
べ
し
」

連
体
形
（
撥
音
便
）

べ
か
ん

に
ち
が
い
な
い

助
動
詞

伝
聞

「
な
り
」

終
止
形

な
り

そ
う
だ

「
な
り
」
の
識
別

1

終
止
形
（
ラ
変
型
活
用
語
に
は
連
体
形
）
＋
な
り

⬇
伝
聞
・
推
定
の
助
動
詞
「
な
り
」（
〜
そ
う
だ
・
〜
と
い
う
・
〜
よ
う
だ
）

＊
ラ
変
型
活
用
語
の
連
体
形
に
接
続
し
た
場
合
に
は
、
撥
音
便
や
、
撥
音
便
の
無
表

記
形
に
注
意
す
る
。

〔
例
〕
あ
る
な
り
↓
あ
ん
な
り
↓
あ

な
り

2

連
体
形
・
非
活
用
語
＋
な
り

⬇
断
定
・
存
在
の
助
動
詞
「
な
り
」（
〜
だ
・
〜
で
あ
る
・
〜
に
い
る
）

＊
存
在
の
用
法
の
場
合
は
「
体
言
（
場
所
）
＋
な
る
＋
体
言
」
の
形
を
と
る
こ
と
が

多
い
。

3
「
―
な
り
」
の
一
語
で
物
事
の
状
態
や
性
質
を
示
す

⬇
ナ
リ
活
用
形
容
動
詞
の
活
用
語
尾
「
―
な
り
」

＊
「
―
げ
・
ら
か
・
や
か
・
が
ち
・
が
ほ
」
＋
「
な
り
」
の
形
の
も
の
が
多
い
。

4

連
用
形
・
副
詞
・
助
詞
「
に
・
と
」
＋
な
り
⬇
ラ
行
四
段
活
用
動
詞
「
な
る
」

＊
「
〜
に
・
と
・
く
・
ず
」
＋
「
な
り
」
の
形
の
も
の
が
多
い
。

前
記
1
の
＊
に
あ
る
よ
う
に
、「
な
り
」
の
上
が
ラ
変
型
活
用
語
の
連
体
形
で
、
撥
音

便
に
な
っ
て
い
る
と
き
の
「
な
り
」
は
伝
聞
・
推
定
で
あ
る
。
ま
た
、
波
線
部
は
清
盛
の

ぎ
よ
し
ゆ
つ

発
言
の
中
に
あ
り
、「
殿
下
御
出
」
が
「
あ
る
べ
か
ん
な
り
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、「
清

盛
が
基
房
の
参
内
の
日
時
を
伝
え
聞
い
た
」
と
伝
聞
で
解
釈
す
る
の
は
文
脈
的
に
も
正
し

い
。
よ
っ
て
、
�
が
正
解
で
あ
る
。

�

波
線
部
ｅ

動
詞

ハ
行
四
段
活
用

「
引
き
つ
く
ろ
ふ
」

未
然
形

引
き
つ
く
ろ
は

身
な
り
を
整
え

助
動
詞

尊
敬

「
す
」

連
用
形

せな
さ
っ

動
詞

ハ
行
四
段
活
用

「
た
ま
ふ
」

連
用
形

給
ひ

接
続
助
詞

てて

「
引
き
つ
く
ろ
ふ
」

1
（
身
な
り
を
）
き
ち
ん
と
整
え
る
。

2

と
く
に
気
を
配
る
。
と
り
繕
う
。

「
す
」

1
〈
使
役
〉
〜
せ
る
。
〜
さ
せ
る
。

2
〈
尊
敬
〉
〜
な
さ
る
。
お
〜
に
な
る
。

た
ま

＊
下
に
尊
敬
の
補
助
動
詞
「
給
ふ
・
お
は
す
・
お
は
し
ま
す
」
が
付
か
な
い
場
合
、

「
す
」
は
使
役
で
あ
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
。

＊
下
に
尊
敬
の
補
助
動
詞
「
給
ふ
・
お
は
す
・
お
は
し
ま
す
」
が
付
く
場
合
、「
す
」

は
尊
敬
で
あ
る
こ
と
が
普
通
だ
が
、
使
役
の
対
象
（
誰
々
に
）
が
明
ら
か
な
場
合

は
使
役
で
あ
る
。

「
せ
」
を
「
使
役
の
助
動
詞
」
と
す
る
と
こ
ろ
が
不
適
当
。
前
記
「
引
き
つ
く
ろ
ふ
」
の

古 文

26― ―

／２６共通テスト対策問題集５　国語（古）解／０２＿２６対策問題集５（古）解　古文／古文（３） 2024.12.05 17.32.37 Page 26

Sam
ple



意
味
か
ら
も
、
こ
こ
は
基
房
自
身
が
参
内
す
る
た
め
の
身
な
り
を
い
つ
も
の
外
出
の
と
き

よ
り
も
整
え
た
の
で
あ
っ
て
、
家
来
た
ち
に
さ
せ
た
の
で
は
な
い
。
ま
た
、「
警
固
の
準

備
を
周
到
に
さ
せ
た
」
と
い
う
の
も
、「
引
き
つ
く
ろ
ふ
」
の
意
味
に
は
該
当
し
な
い
内

容
な
の
で
、
不
適
当
で
あ
る
。

問
3

登
場
人
物
に
関
す
る
説
明
問
題

そ
れ
ぞ
れ
の
選
択
肢
に
対
応
す
る
本
文
を
確
認
し
て
検
討
す
る
。

�
の
基
房
に
つ
い
て
は
、
1
段
落
か
ら
2
段
落
に
か
け
て
記
述
が
あ
る
。

う
へ上

の
御
元
服
の
御
定
め
と
て
、
摂
政
殿
、
内
に
参
ら
せ
給
ふ
。
御
よ
そ
ほ
ひ
こ
と
に

ご
ぜ
ん

引
き
つ
く
ろ
は
せ
給
ひ
、
御
前
ど
も
も
き
ら
き
ら
し
う
て
、
た
そ
が
れ
も
過
ぐ
る
ほ

い

ど
に
出
で
立
ち
給
ふ
。
…
…
か
ら
う
じ
て
御
前
ど
も
参
り
集
ま
り
し
か
ど
、
い
ひ
し

ら
ず
見
ぐ
る
し
き
姿
な
れ
ば
、
今
夜
は
び
ん
な
し
と
て
帰
ら
せ
給
ふ
。（
1
段
落
1

行
目
〜
2
段
落
5
行
目
）

「
引
き
つ
く
ろ
ふ
」〔
ハ
行
四
段
活
用
動
詞
〕

【
設
問
解
説
】
問
2
波
線
部
ｅ
参
照
。

「
御
前
」〔
名
詞
〕

1

貴
族
の
行
列
の
前
方
に
立
っ
て
先
導
す
る
こ
と
。
先
払
い
。
ま
た
、
そ
の
人
。

＊
「
ご
ぜ
ん
」
と
読
む
。

「
び
ん
な
し
」〔
ク
活
用
形
容
詞
〕

1

不
都
合
だ
。
具
合
が
悪
い
。

2

か
わ
い
そ
う
だ
。

「
引
き
つ
く
ろ
は
」
は
、
直
前
に
「
御
よ
そ
ほ
ひ
」
と
あ
る
の
で
、
前
記
1
で
あ
る
。「
び

ん
な
し
」
は
、
直
前
に
「
い
ひ
し
ら
ず
見
ぐ
る
し
き
姿
」
と
あ
る
の
で
、
宮
中
に
行
く
の

に
そ
の
よ
う
な
姿
で
は
不
都
合
だ
と
考
え
る
と
、
前
記
1
で
解
釈
す
る
の
が
よ
い
。

基
房
が
、
天
皇
の
元
服
の
儀
式
の
打
ち
合
わ
せ
の
た
め
に
、
宮
中
に
参
上
す
る
の
に
際

し
、
装
束
を
格
別
に
よ
く
整
え
、
先
払
い
の
者
ど
も
も
美
し
い
身
な
り
に
し
て
夕
暮
れ
も

過
ぎ
る
こ
ろ
に
出
か
け
た
と
こ
ろ
、
暴
漢
に
襲
わ
れ
、
見
苦
し
い
姿
と
な
っ
た
た
め
ど
う

し
よ
う
も
な
く
て
帰
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

�
は
、「
夜
も
更
け
た
こ
ろ
に
到
着
し
た
」
が
不
適
当
で
あ
る
。「
た
そ
が
れ
も
過
ぐ
る
」

と
き
に
出
発
し
、
そ
の
途
中
で
暴
漢
に
襲
わ
れ
て
帰
っ
た
の
だ
か
ら
、
宮
中
に
は
到
着
し

て
い
な
い
。

�
の
基
房
の
家
来
に
つ
い
て
は
、
2
段
落
に
記
述
が
あ
る
。

御
供
な
る
人
々
を
い
た
く
な
や
ま
し
聞
こ
え
て
、
乱
り
が
は
し
う
追
ひ
の
の
し
り
、

髻
を
さ
へ
切
り
た
る
も
の
か
。
ゆ
く
り
も
な
き
こ
と
に
て
、
用
意
す
べ
く
も
あ
ら
ず
、

た
れ誰

も
誰
も
あ
き
れ
ま
ど
ひ
た
り
。（
2
段
落
2
・
3
行
目
）

「
の
の
し
る
」〔
ラ
行
四
段
活
用
動
詞
〕

1

大
声
で
騒
ぐ
。

2

評
判
に
な
る
。

「
ゆ
く
り
も
な
し
」

【
設
問
解
説
】
問
1
ア
参
照
。

「
あ
き
る
」〔
ラ
行
下
二
段
活
用
動
詞
〕

1

驚
き
途
方
に
暮
れ
る
。
茫
然
と
す
る
。

「
ま
ど
ふ
」〔
ハ
行
四
段
活
用
動
詞
〕

1

迷
う
。

2

途
方
に
暮
れ
る
。

3

あ
わ
て
る
。

4

ひ
ど
く
〜
す
る
。

＊
4
は
動
詞
の
連
用
形
に
付
く
補
助
動
詞
の
用
法
。

「
の
の
し
り
」
は
、
暴
漢
が
「
乱
り
が
は
し
う
追
」
う
の
だ
か
ら
前
記
1
で
、「
ま
ど
ひ
」

は
、「
あ
き
る
」
の
連
用
形
に
接
続
し
て
い
る
の
で
、
前
記
4
で
あ
る
。

供
の
者
た
ち
は
暴
漢
に
襲
わ
れ
、
ひ
ど
い
こ
と
を
さ
れ
た
が
、
思
い
も
か
け
な
い
こ
と

だ
っ
た
の
で
、
ひ
ど
く
驚
き
途
方
に
暮
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

�
は
、「
基
房
の
供
の
者
は
…
…
襲
わ
れ
た
理
由
に
ま
っ
た
く
思
い
当
た
る
節
が
な
か
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っ
た
の
で
、
一
層
恐
怖
心
に
か
ら
れ
た
」
が
不
適
当
で
あ
る
。
思
い
も
か
け
な
い
出
来
事

だ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
思
い
当
た
る
節
が
な
い
と
、
襲
わ
れ
た
理
由
を
考
え
て
い
る
内
容

は
本
文
に
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
層
恐
怖
心
に
か
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

�
の
清
盛
に
つ
い
て
は
、
2
段
落
と
4
段
落
に
記
述
が
あ
る
。

か
う
世
づ
か
ぬ
事
は
、
盗
人
の
し
わ
ざ
に
は
あ
ら
ず
、
六
波
羅
の
入
道
の
は
か
ら
ふ

こ
と
と
て
、
資
盛
の
侍
従
の
つ
か
う
ま
つ
れ
る
に
や
。（
2
段
落
5
・
6
行
目
）

基
房
一
行
を
襲
っ
た
の
は
盗
人
で
な
く
、
清
盛
の
計
略
で
、
資
盛
が
実
行
し
た
の
だ
ろ

う
か
と
語
り
手
が
推
測
し
て
い
る
と
い
う
内
容
で
、
選
択
肢
�
に
は
直
接
関
係
し
な
い
。

4
段
落
の
記
述
も
確
認
す
る
。

い
つ
し
か
こ
の
事
か
く
れ
な
く
、
入
道
も
伝
へ
聞
き
て
、
い
と
も
の
し
と
お
ぼ
い
た

り
。
も
と
よ
り
心
を
さ
な
く
、
く
ね
く
ね
し
き
人
な
り
け
れ
ば
、
い
か
で
そ
の
恥
す

た
ち
ゐ

す
ぐ
ば
か
り
の
こ
と
を
も
の
し
て
思
ひ
知
ら
せ
奉
ら
む
と
、
起
居
心
に
か
け
わ
た
り

給
ひ
け
る
を
、（
4
段
落
1
・
2
行
目
）

「
も
の
し
」

【
設
問
解
説
】
問
1
イ
参
照
。

「
い
か
で
」〔
副
詞
〕

1

ど
う
や
っ
て
。

2

ど
う
し
て
。

＊
疑
問
・
反
語
に
関
係
す
る
語
と
呼
応
す
る
場
合
。

3

な
ん
と
か
し
て
。
ど
う
に
か
し
て
。
ぜ
ひ
と
も
。

＊
意
志
・
希
望
・
願
望
に
関
係
す
る
語
と
呼
応
す
る
場
合
。

「
も
の
す
」〔
サ
行
変
格
活
用
動
詞
〕

1

あ
る
。
い
る
。

2

行
く
。
来
る
。

3

生
ま
れ
る
。
死
ぬ
。

4

す
る
。

＊
他
の
動
詞
の
代
わ
り
を
す
る
語
で
、文
脈
に
合
わ
せ
て
具
体
化
す
る
必
要
が
あ
る
。

「
い
と
も
の
し
」
の
「
も
の
し
」
は
、
格
助
詞
「
と
」
に
接
続
し
て
い
る
の
で
、
形
容

詞
「
も
の
し
」
の
終
止
形
で
、
こ
こ
で
は
孫
の
資
盛
が
ひ
ど
い
目
に
あ
わ
さ
れ
た
状
況
を

踏
ま
え
る
と
、
前
記
2
で
あ
る
。「
い
か
で
」
は
、「
思
ひ
知
ら
せ
奉
ら
む
」
と
呼
応
し
て

い
る
。「
む
」
が
意
志
な
の
で
、
前
記
3
の
意
味
で
あ
る
。「
も
の
し
て
」
の
「
も
の
し
」

は
、
接
続
助
詞
「
て
」
に
接
続
し
て
い
る
の
で
、
動
詞
「
も
の
す
」
の
連
用
形
で
、
こ
こ

で
は
直
前
に
、
資
盛
が
ひ
ど
い
目
に
あ
わ
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、「
そ
の
恥
す
す
ぐ
ば

か
り
の
こ
と
を
」
と
あ
る
の
で
、
仕
返
し
を
す
る
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
。

4
段
落
の
引
用
部
�
は
、
資
盛
が
基
房
一
行
か
ら
ひ
ど
い
仕
打
ち
を
受
け
た
と
い
う
噂

が
清
盛
の
耳
に
も
入
り
、
不
快
に
思
っ
て
、
そ
の
恥
を
す
す
ご
う
と
機
会
を
う
か
が
っ
て

い
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

�
は
、
清
盛
が
、
基
房
の
家
来
の
仕
打
ち
を
「
平
家
一
門
の
名
誉
に
関
わ
る
重
大
事
だ

と
憤
慨
し
た
」
と
す
る
部
�
が
不
適
当
で
あ
る
。
清
盛
が
仕
返
し
を
し
よ
う
と
考
え
た
の

は
、
4
段
落
1
行
目
に
あ
る
よ
う
に
、
清
盛
の
「
心
を
さ
な
く
、
く
ね
く
ね
し
き
」
人
間

性
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
平
家
一
門
の
名
誉
に
関
わ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

�
の
基
房
に
つ
い
て
は
、
4
段
落
に
記
述
が
あ
る
。

し
れ
も
の

殿
に
は
つ
ゆ
知
ら
せ
給
ふ
べ
き
な
ら
ね
ば
、
た
だ
い
か
さ
ま
な
る
痴
者
に
か
と
お
ぼ

さ
れ
し
に
、
か
う
な
り
け
り
と
知
り
は
て
給
ひ
て
は
、
い
ま
少
し
お
ぼ
し
よ
ら
ぬ
こ

と
に
て
、
め
づ
ら
か
に
も
、
あ
さ
ま
し
う
も
、
さ
ま
ざ
ま
に
御
心
も
う
ご
く
べ
し
。

（
4
段
落
2
〜
4
行
目
）

「
つ
ゆ
」〔
副
詞
〕

1

少
し
も
。
ま
っ
た
く
。

＊
打
消
表
現
と
呼
応
す
る
。

「
あ
さ
ま
し
」〔
シ
ク
活
用
形
容
詞
〕

1

驚
き
あ
き
れ
る
ば
か
り
だ
。

2

ひ
ど
く
。
は
な
は
だ
し
く
。

＊
2
は
、
連
用
形
の
用
法
。

基
房
は
、
最
初
は
暴
漢
が
誰
か
わ
か
ら
ず
、
ど
ん
な
愚
か
者
が
し
た
の
だ
ろ
う
か
と
思

っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
清
盛
、
資
盛
と
い
っ
た
平
家
一
門
の
し
わ
ざ
だ
と
真
相
が
わ
か

古 文
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っ
て
か
ら
も
い
ま
一
つ
そ
れ
が
信
じ
ら
れ
ず
、
め
っ
た
に
な
い
こ
と
だ
と
か
、
驚
き
あ
き

れ
た
こ
と
だ
と
か
（「
あ
さ
ま
し
う
」
は
こ
こ
で
は
、
前
記
1
）
と
、
心
が
揺
れ
動
い
て

い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

�
が
正
解
で
あ
る
。
基
房
が
「
襲
っ
て
き
た
の
は
平
家
一
門
の
者
で
あ
っ
た
と
知
る
こ

と
に
な
っ
た
も
の
の
、
い
ま
一
つ
納
得
が
い
か
な
か
っ
た
」
と
す
る
の
は
、
こ
の
部
�
の

内
容
と
合
致
し
て
い
る
。

問
4
【
文
章
Ⅰ
】【
文
章
Ⅱ
】
の
比
較
の
問
題

ⅰ

生
徒
Ｂ
の
発
言
に
あ
る
よ
う
に
、【
文
章
Ⅱ
】
は
時
間
の
流
れ
の
ま
ま
に
叙
述
が
進

ん
で
い
る
の
で
、【
文
章
Ⅱ
】
で
事
件
の
あ
ら
ま
し
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

1

襲
撃
事
件
の
発
端
と
な
る
出
来
事
〈【
文
章
Ⅱ
】
1
〜
5
行
目
〉

資
盛
一
行
と
基
房
一
行
が
大
炊
御
門
大
路
と
猪
熊
小
路
の
交
わ
る
と
こ
ろ
で
出
く

わ
し
、
無
礼
を
は
た
ら
い
た
資
盛
一
行
は
、
基
房
の
供
の
者
た
ち
に
さ
ん
ざ
ん
辱
め

を
受
け
た
。

2

1
に
つ
い
て
清
盛
の
反
応
〈【
文
章
Ⅱ
】
5
〜
8
行
目
〉

資
盛
が
祖
父
の
清
盛
に
訴
え
た
こ
と
で
、
清
盛
は
、
自
�
の
身
内
に
敬
意
を
払
わ

ず
、
屈
辱
を
与
え
た
こ
と
を
恨
み
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
平
家
が
ば
か
に
さ
れ
る
こ

と
を
憂
い
て
、
仕
返
し
を
誓
う
。

3

1
に
つ
い
て
重
盛
の
反
応
〈【
文
章
Ⅱ
】
8
〜
10
行
目
〉

そ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
場
に
い
た
重
盛
が
、
源
氏
に
ば
か
に
さ
れ
た
の
な
ら
平
家

一
門
の
恥
だ
が
、
摂
政
に
礼
儀
を
尽
く
さ
な
か
っ
た
資
盛
が
愚
か
な
の
だ
と
清
盛
を

い
さ諫
め
る
。

4

仕
返
し
の
具
体
化
〈【
文
章
Ⅱ
】
11
〜
13
行
目
〉

清
盛
は
重
盛
に
相
談
せ
ず
に
い
よ
い
よ
仕
返
し
を
決
行
す
る
。
基
房
が
出
か
け
る

日
を
狙
っ
て
、
清
盛
の
配
下
の
者
で
、
基
房
側
に
顔
の
知
ら
れ
て
い
な
い
地
方
の
侍

を
使
っ
て
基
房
を
襲
わ
せ
る
。

5

襲
撃
の
直
前
〈【
文
章
Ⅱ
】
14
〜
15
行
目
〉

基
房
は
清
盛
の
陰
謀
も
ま
っ
た
く
知
ら
ず
に
、
高
倉
天
皇
の
元
服
の
儀
式
の
打
ち

合
わ
せ
の
た
め
に
参
内
し
よ
う
と
、
中
御
門
大
路
を
西
に
向
か
う
。

た
ん

6

襲
撃
事
件
と
そ
の
後
日
譚
〈【
文
章
Ⅱ
】
で
は
省
略
〉

次
に
、【
文
章
Ⅰ
】
の
各
段
落
を
、
こ
れ
ま
で
の
各
設
問
で
の
検
討
も
参
考
に
し
て
順

に
内
容
を
確
認
す
る
と
、

1
段
落基

房
が
高
倉
天
皇
の
元
服
の
儀
式
の
打
ち
合
わ
せ
の
た
め
に
内
裏
に
出
発
す
る
。

2
段
落基

房
一
行
が
襲
撃
さ
れ
る
場
面
と
、
そ
の
襲
撃
犯
に
対
す
る
作
者
の
推
測
。

3
段
落資

盛
一
行
が
基
房
に
無
礼
を
働
い
た
た
め
に
、
資
盛
が
基
房
の
従
者
に
よ
っ
て
辱

め
を
受
け
た
こ
と
の
説
明
。

4
段
落3

段
落
の
事
件
の
噂
が
清
盛
の
耳
に
入
り
、
資
盛
が
恥
辱
を
受
け
た
こ
と
を
知
っ

て
清
盛
は
仕
返
し
を
考
え
る
。
さ
ら
に
、
事
件
の
後
日
譚
と
し
て
、
基
房
が
事
件
の

内
情
を
知
っ
た
が
、
腑
に
落
ち
な
い
様
子
が
語
ら
れ
る
。

【
文
章
Ⅰ
】
を
【
文
章
Ⅱ
】
の
流
れ
に
即
し
て
対
応
さ
せ
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

【
文
章
Ⅱ
】

【
文
章
Ⅰ
】

1

3
段
落

2

4
段
落
の
前
半

3

記
述
な
し

4

記
述
な
し

5

1
段
落

6
（
省
略
）

2
段
落
と
4
段
落
の
後
半

【
文
章
Ⅰ
】
は
、
襲
撃
事
件
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
最
初
に
記
述
し
て
読
み
手
の
関
心

を
引
き
、
そ
の
後
に
、
事
件
の
発
端
や
襲
撃
事
件
が
起
こ
る
ま
で
の
経
緯
、
後
日
譚
を
続

け
て
、
事
件
の
背
景
を
読
み
手
に
わ
か
ら
せ
る
と
い
う
展
開
に
な
っ
て
い
る
。
言
う
な
れ

ば
、【
文
章
Ⅱ
】
を
劇
的
な
展
開
に
再
構
成
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
正
解
は
�
で
あ
る
。「
1
・
2
段
落
で
襲
撃
事
件
の
場
面
が
描

か
れ
」
が
、【
文
章
Ⅱ
】
の
5
・
6
に
、「
そ
の
事
件
の
発
端
と
な
っ
た
出
来
事
が
3
段
落

で
語
ら
れ
」
が
、【
文
章
Ⅱ
】
の
1
に
、「
最
後
の
4
段
落
で
は
、
3
段
落
の
内
容
を
受
け
、

さ
ら
に
事
件
の
後
日
譚
が
語
ら
れ
る
」
が
、【
文
章
Ⅱ
】
2
と
、
省
略
さ
れ
て
い
る
6
の

内
容
に
対
応
し
て
、【
文
章
Ⅰ
】
の
展
開
が
正
し
く
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
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�
は
、
1
段
落
を
「
襲
撃
事
件
の
発
端
と
な
っ
た
場
面
」
と
す
る
の
が
不
適
当
。
1
段

落
は
襲
撃
に
直
接
続
く
場
面
で
あ
り
、
発
端
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、「
4
段
落
で
事
件
の

犯
人
の
動
機
が
世
間
の
噂
話
に
よ
っ
て
明
か
さ
れ
る
」
と
あ
る
が
、「
世
間
の
噂
話
」
が

不
適
当
で
あ
る
。「
世
間
の
噂
話
」
は
、
資
盛
が
受
け
た
恥
辱
に
つ
い
て
で
あ
り
、
清
盛

の
動
機
が
噂
話
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。

�
は
、
1
段
落
を
「
襲
撃
事
件
の
発
端
」
と
す
る
の
が
不
適
当
。
�
と
同
じ
で
、
1
段

落
は
襲
撃
に
直
接
続
く
場
面
で
あ
っ
て
発
端
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、「
4
段
落
で
は
襲
撃

さ
れ
た
者
の
当
日
の
混
乱
ぶ
り
が
再
度
詳
し
く
付
け
加
え
ら
れ
る
」
も
不
適
当
で
あ
る
。

前
記
の
よ
う
に
4
段
落
の
後
半
は
事
件
の
後
日
譚
で
、
事
件
当
日
の
こ
と
で
は
な
い
。

�
は
、「
1
・
2
段
落
で
最
初
に
起
こ
っ
た
争
い
が
描
か
れ
」
が
不
適
当
で
あ
る
。
前

記
の
よ
う
に
1
・
2
段
落
は
仕
返
し
の
襲
撃
事
件
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、「
最
初
に
起
こ

っ
た
争
い
」
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、「
打
ち
負
か
さ
れ
た
側
が
逆
襲
す
る
場
面
が
3
段
落

で
語
ら
れ
」
も
不
適
当
で
あ
る
。
3
段
落
は
こ
の
襲
撃
事
件
の
発
端
と
な
る
、
最
初
に
起

こ
っ
た
争
い
で
あ
る
。

ⅱ
【
文
章
Ⅱ
】
の
登
場
人
物
の
発
言
内
容
に
関
す
る
吟
味
の
問
題
で
あ
る
。

�
は
基
房
の
家
来
の
発
言
で
、
本
文
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

ら
う
ぜ
き

さ
う
ら

「
何
者
ぞ
、
狼
藉
な
り
。
御
出
の
な
る
に
、
乗
り
物
よ
り
降
り
候
へ
降
り
候
へ
」（【
文

章
Ⅱ
】
1
・
2
行
目
）

こ
の
発
言
か
ら
、
�
は
「
資
盛
を
は
じ
め
と
す
る
平
家
ど
も
が
下
馬
の
礼
を
尽
く
さ
な

い
」
が
不
適
当
で
あ
る
。「
何
者
ぞ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
基
房
の
家
来
は
狼
藉
を
は
た
ら

い
て
い
る
者
が
平
家
の
者
だ
と
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、「
つ
や
つ
や
入
道
の
孫

と
も
知
ら
ず
」
と
あ
っ
て
、
資
盛
が
そ
こ
に
い
る
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
な
い
。

�
は
清
盛
の
発
言
で
、
本
文
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

「
た
と
ひ
殿
下
な
り
と
も
、
浄
海
が
あ
た
り
を
ば
は
ば
か
り
給
ふ
べ
き
に
、
幼
き
者

さ

う

に
左
右
な
く
恥
辱
を
あ
た
へ
ら
れ
け
る
こ
そ
遺
恨
の
次
第
な
れ
。
か
か
る
事
よ
り
し

て
、
人
に
は
あ
ざ
む
か
る
る
ぞ
。
こ
の
事
思
ひ
知
ら
せ
奉
ら
で
は
、
え
こ
そ
あ
る
ま

じ
け
れ
。
殿
下
を
恨
み
奉
ら
ば
や
」（【
文
章
Ⅱ
】
6
〜
8
行
目
）

こ
の
発
言
か
ら
、
�
は
「
自
�
に
対
す
る
侮
辱
な
ら
ま
だ
我
慢
で
き
る
が
」
が
不
適
当

で
あ
る
。
清
盛
の
発
言
で
は
、「
浄
海
が
あ
た
り
を
ば
は
ば
か
り
給
ふ
べ
き
」
と
あ
っ
て
、

清
盛
の
周
辺
（
＝
身
内
）
の
者
に
は
遠
慮
す
べ
き
だ
（
＝
少
々
の
無
礼
に
は
目
を
つ
ぶ
る

べ
き
だ
）
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
も
そ
も
清
盛
自
身
に
気
を
つ
か
う
の
は
当

然
だ
と
い
う
こ
と
が
前
提
に
あ
り
、
自
�
へ
の
侮
辱
を
我
慢
で
き
る
と
は
言
っ
て
い
な

い
。�

が
正
解
で
あ
る
。
こ
れ
は
重
盛
の
発
言
で
、
本
文
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

「
こ
れ
は
少
し
も
苦
し
う
候
ふ
ま
じ
。
頼
政
、
光
基
な
ん
ど
申
す
源
氏
ど
も
に
あ
ざ

む
か
れ
て
候
は
む
に
は
、
ま
こ
と
に
一
門
の
恥
辱
で
も
候
ふ
べ
し
。
重
盛
が
子
供
と

て
候
は
む
ず
る
者
の
、
殿
の
御
出
に
参
り
あ
ひ
て
、
乗
り
物
よ
り
降
り
候
は
ぬ
こ
そ
、

び
ろ
う

尾
籠
に
候
へ
」（【
文
章
Ⅱ
】
8
〜
10
行
目
）

こ
の
発
言
か
ら
、
�
の
「
敵
対
す
る
源
氏
に
辱
め
を
受
け
た
の
な
ら
恨
む
の
も
も
っ
と

も
だ
が
、
資
盛
の
ほ
う
が
無
礼
を
は
た
ら
い
た
の
だ
か
ら
自
業
自
得
だ
と
た
し
な
め
て
い

る
」
は
適
当
で
あ
る
。
源
氏
に
恥
辱
を
受
け
た
の
で
は
な
い
の
で
、
平
家
一
門
の
恥
で
な

く
、
摂
政
に
無
礼
を
は
た
ら
い
た
資
盛
が
愚
か
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

�
は
清
盛
の
発
言
で
、
本
文
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

き
た

し
ゆ
し
や
う

「
来
る
二
十
一
日
、
主
上
御
元
服
の
御
定
め
の
た
め
に
、
殿
下
御
出
あ
る
べ
か
ん
な

せ
ん
ぐ

み
ず
い
じ
ん

り
。
い
づ
く
に
て
も
待
ち
受
け
奉
り
、
前
駆
・
御
随
身
ど
も
が
髻
切
つ
て
、
資
盛
が

恥
す
す
げ
」（【
文
章
Ⅱ
】
12
・
13
行
目
）

こ
の
発
言
か
ら
、
�
は
「
基
房
の
髻
を
切
っ
て
」
と
す
る
の
が
不
適
当
で
あ
る
。
清
盛

は
「
前
駆
・
御
随
身
ど
も
」
の
髻
を
切
っ
て
恥
を
か
か
せ
て
や
れ
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

ⅲ
【
文
章
Ⅰ
】
と
【
文
章
Ⅱ
】
の
表
現
に
つ
い
て
検
討
す
る
の
だ
が
、
内
容
的
な
適
否

の
吟
味
も
す
る
必
要
が
あ
る
。

�
が
正
解
で
あ
る
。【
文
章
Ⅰ
】
に
つ
い
て
、
清
盛
の
人
柄
を
「
心
を
さ
な
く
、
く
ね

く
ね
し
き
人
」
と
し
、
基
房
の
心
情
を
「
め
づ
ら
か
に
も
、
あ
さ
ま
し
う
も
、
さ
ま
ざ
ま

に
御
心
も
う
ご
く
べ
し
」
と
記
す
こ
と
で
、
事
件
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
起
こ
っ
た
か
と

い
っ
た
「
客
観
的
な
事
実
」
が
わ
か
る
だ
け
で
な
く
、「
登
場
人
物
に
対
す
る
筆
者
の
印

象
ま
で
読
み
取
れ
る
」
と
す
る
の
は
正
し
い
。

�
は
、【
文
章
Ⅰ
】
に
つ
い
て
の
、「『
大
炊
御
門
、
猪
隈
の
わ
た
り
』『
七
月
の
こ
ろ
』

…
…
最
初
に
起
き
た
事
件
の
場
所
や
日
時
…
…
を
正
確
に
描
こ
う
と
し
て
い
る
」
が
、
本

文
の
内
容
と
し
て
不
適
当
で
あ
る
。【
文
章
Ⅰ
】
に
記
さ
れ
て
い
る
「
大
炊
御
門
、
猪
隈

の
わ
た
り
」
は
、
資
盛
が
仕
返
し
の
た
め
に
基
房
を
襲
っ
た
場
所
で
あ
り
、「
七
月
」
は

古 文
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そ
の
襲
撃
事
件
の
発
端
で
、
資
盛
が
恥
辱
を
受
け
た
日
時
で
あ
る
。「
最
初
に
起
き
た
事

件
」
は
、
資
盛
が
恥
辱
を
受
け
た
事
件
を
言
う
の
だ
か
ら
、
そ
の
点
で
不
適
当
で
あ
る
。

た
だ
し
、
事
件
の
当
事
者
に
つ
い
て
は
両
事
件
と
も
資
盛
で
、
そ
の
父
は
重
盛
で
あ
る
か

ら
、「
当
事
者
の
血
縁
関
係
」
の
記
述
は
適
当
で
あ
る
。

�
は
、【
文
章
Ⅱ
】
に
つ
い
て
、「
漢
語
を
多
用
す
る
」
と
い
う
の
は
、【
出
典
】
で
も

記
し
た
よ
う
に
、『
平
家
物
語
』
の
表
現
の
特
徴
で
あ
る
和
漢
混
淆
文
か
ら
し
て
正
し
い

が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
朝
廷
の
権
威
を
こ
と
さ
ら
強
調
し
」
と
ま
で
は
、
本
文
か
ら
は
判

断
で
き
な
い
。
よ
っ
て
、
そ
れ
を
前
提
に
し
た
「
対
照
的
に
無
骨
な
武
士
た
ち
の
様
子
を

印
象
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
」
も
適
当
で
は
な
い
。

�
は
、【
文
章
Ⅱ
】
に
つ
い
て
、「『
入
道
殿
の
仰
せ
よ
り
ほ
か
は
ま
た
恐
ろ
し
き
事
な

し
』『
都
合
六
十
余
人
召
し
寄
せ
』
な
ど
と
、
清
盛
の
力
の
大
き
さ
を
示
す
」
と
い
う
の

は
間
違
い
と
は
言
え
な
い
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
平
家
の
勢
力
が
朝
廷
の
権
威
を
上
回
っ

て
い
た
」
と
ま
で
は
本
文
か
ら
は
判
断
で
き
な
い
。
こ
の
点
が
不
適
当
で
あ
る
。
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