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試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開かず、下記の注意事項を 

よく読んでください。 
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１．問題は、本冊子のｐ.１～ｐ.３１となります。 

２．解答は、別紙の解答用紙に記入してください。 

３.「始め」の合図があるまで、問題冊子、解答用紙を開かない 

でください。 

４．監督者が「始め」の合図をしてから、問題冊子と解答用紙に、 

受験番号と氏名を記入してください。 

５．解答中に何か用事がある場合は、黙って手をあげてください。 

６．解答中に問題冊子や解答用紙の汚れ、印刷の不鮮明な箇所に気付いた

場合は、黙って手をあげ監督者に申し出てください。 

７．「止め」の合図で筆記用具を置き、監督者の指示に従って解答用紙の

回収を待ってください。 

８.問題冊子も回収します。持ち帰らないでください。 

 

※ 解答上の注意 

文字は、明確に（丁寧に・十分な大きさで・濃く）記しなさい。 

字画（漢字を構成する点や線）が認められない場合には、不正解または 

減点の対象になります。 
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一

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

だ
い
ぶ
前
に
、
農
学
専
門
の
あ
る
先
生
か
ら
興
味
深
い
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

そ
の
先
生
が
留
学
し
て
い
た
頃
、
ア
メ
リ
カ
で
人
間
の
動
物
観
を
研
究
す
る
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
あ
っ
た
。
そ
の
や
り
方
は
、
例
え
ば
「
一
番
美
し

い
動
物
は
何
か
」
と
い
っ
た
よ
う
な
質
問
を
並
べ
て
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
重
ね
、
そ
の
答
え
が
年
齢
、
性
別
、
職
業
、
宗
教
、
民
族
な
ど
で
ど
の
よ
う
に
違

う
か
調
べ
る
の
だ
と
い
う
。

こ
の
こ
と
を
聞
い
て
、
そ
れ
は
面
白
そ
う
だ
か
ら
日
本
で
も
同
じ
よ
う
な
調
査
を
し
よ
う
と
い
う
話
に
な
っ
た
。
う
ま
く
行
け
ば
日
米
比
較
文
化
論
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
わ
け
で
さ
っ
そ
く
試
み
た
の
だ
が
、
こ
れ
が
ど
う
も
う
ま
く
行
か
な
い
。
ア
メ
リ
カ
で
な
ら
「
一
番
美
し
い
動
物
は
」
と
き
け

ば
、
す
ぐ
「
馬
」
と
か
「
ラ
イ
オ
ン
」
と
か
、
何
か
答
え
が
返
っ
て
来
る
。
と
こ
ろ
が
同
じ
質
問
を
日
本
人
に
す
る
と
、
「
さ
あ
、
何
だ
ろ
う
な
」
と
は
な

は
だ
歯
切
れ
が
悪
い
。
そ
こ
を
無
理
に
、
何
で
も
一
番
美
し
い
と
思
う
も
の
を

ア
げ
て
ほ
し
い
と
言
う
と
、
「
そ
う
だ
な
あ
、
夕
焼
け
の
空
に
小
鳥
た

a

ち
が
ぱ
あ
っ
と
飛
び
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
な
」
と
い
っ
た
よ
う
な
答
え
に
な
る
。
「
こ
れ
で
は
比
較
は
無
理
だ
か
ら
、
結
局
諦
め
ま
し
た
」
と
そ
の
先
生

は
苦
笑
し
て
い
た
。

私
が
こ
の
話
を
聞
い
て
興
味
深
い
と
思
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
動
物
観
の
差
異
以
上
に
、
日
本
人
と
ア
メ
リ
カ
人
の
美
意
識
の
違
い
を
よ
く
示
す
も
の
と
思

わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
も
含
め
て
、
西
欧
世
界
に
お
い
て
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
以
来
、
「
美
」
は
あ
る
明
確
な
秩
序
を
持
っ
た
も
の
の
な
か
に
表
現
さ
れ
る
と
い
う
考

え
方
が
強
い
。
そ
の
秩
序
と
は
、
左
右
相
称
性
で
あ
っ
た
り
、
部
分
と
全
体
と
の
比
例
関
係
で
あ
っ
た
り
、

基
本
的
な
幾
何
学
形
態
と
の
類
縁
性

A

な
ど
、
内
容
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
客
観
的
な
原
理
に
基
づ
く
秩
序
が
美
を
生
み
出
す
と
い
う
点
に
お
い
て
は
一

カ
ン
し
て
い
る
。

b
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逆
に
言
え
ば
、

そ
の
よ
う
な
原
理
に
基
づ
い
て
作
品
を
制
作
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
美
」
を
表
現
し
た
も
の
と
な
る
。

1

典
型
的
な
例
は
、
現
在
で
も
し
ば
し
ば
話
題
と
な
る
八
頭
身
の
美
学
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
頭
部
と
身
長
が
一
対
八
の
比
例
関
係
に
あ
る
と
き
最
も
美
し
い

と
い
う
考
え
方
は
、
紀
元
前
四
世
紀
の
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
成
立
し
た
美
の
原
理
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
人
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
原
理
を
「
カ
ノ
ン
（
規
準
）
」

と
呼
ん
だ
。
「
カ
ノ
ン
」
の
中
身
は
場
合
に
よ
っ
て
は
変
わ
り
得
る
。
現
に
紀
元
前
五
世
紀
に
お
い
て
は
、
優
美
な
八
頭
身
よ
り
も
荘
重
な
七
頭
身
が
規
準

と
さ
れ
た
。
だ
が
七
頭
身
に
せ
よ
八
頭
身
に
せ
よ
、
何
か
あ
る
原
理
が
美
を
生
み
出
す
と
い
う
思
想
は
変
わ
ら
な
い
。
ギ
リ
シ
ャ
彫
刻
の
持
つ
魅
力
は
、
こ

の
美
学
に

ユ
来
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

c、
こ
の
時
期
の
彫
刻
作
品
は
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
残
っ
て
い
な
い
。
残
さ
れ
た
の
は
大
部
分
ロ
ー
マ
時
代
の
コ
ピ
ー
で
あ
る
。
し
か

B

し
し
ば
し
ば
不
完
全
な
そ
れ
ら
の
模
刻
作
品
を
通
し
て
、
か
な
り
の
程
度
ま
で
原
作
の
姿
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
美
の
原
理
で
あ
る
「
カ
ノ
ン
」

が
そ
こ
に
実
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
原
理
に
基
づ
い
て
制
作
さ
れ
て
い
る
以
上
、
彫
刻
作
品
そ
の
も
の
が
ま
さ
し
く
「
美
」
を
表
す
も
の

と
な
る
の
で
あ
る
。

だ
が
こ
の
よ
う
な
実
体
物
と
し
て
美
を
捉
え
る
と
い
う
考
え
方
は
、
日
本
人
の
美
意
識
の
な
か
で
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
場
所
を
占
め
て
い
る
よ
う
に
は
思

わ
れ
な
い
。
日
本
人
は
、
遠
い
昔
か
ら
、
何
が
美
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、

ど
の
よ
う
な
場
合
に
美
が
生
ま
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
そ
の

C

感
性
を
働
か
せ
て
来
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
実
体
の
美
」
に
対
し
て
、
「
状
況
の
美
」
と
で
も
呼
ん
だ
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

、
「
古
池
や
蛙
飛
び
こ
む
水
の
音
」
と
い
う
一
句
は
、
「
古
池
」
や
「
蛙
」
が
美
し
い
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
も
ち
ろ
ん
「
水
の
音
」

D

が
妙
音
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
た
だ
（

Ｘ

）
に
芭
蕉
は
そ
れ
ま
で
に
な
い
新
し
い
美
を
見
出
し
た
。
そ
こ
に
は
何
の
実
体
物
も
な
く
、
あ

る
の
は
た
だ
状
況
だ
け
な
の
で
あ
る
。

日
本
人
の
こ
の
よ
う
な
美
意
識
を
最
も
よ
く
示
す
例
の
一
つ
は
、
「
春
は
曙
、
や
う
や
う
し
ろ
く
な
り
ゆ
く
山
ぎ
は
す
こ
し
あ
か
り
て
…
…
」
と
い
う
文
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章
で
知
ら
れ
る
『
枕
草
子
』
冒
頭
の
段
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
春
夏
秋
冬
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
の
最
も
美
し
い
姿
を
鋭
敏
な
感
覚
で
捉
え
た
、
い
わ
ば
模
範
的
な

「
状
況
の
美
」
の
世
界
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
春
な
ら
ば
夜
明
け
、
夏
は
夜
、
そ
し
て
秋
は
夕
暮
と
い
う
わ
け
だ
が
、
そ
の
秋
に
つ
い
て
、
清
少
納
言
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

秋
は
夕
暮
。
夕
日
の
さ
し
て
山
の
端
い
と
近
う
な
り
た
る
に
、
烏
の
寝
ど
こ
ろ
へ
行
く
と
て
、
三
つ
四
つ
二
つ
三
つ
な
ど
、
飛
び
い
そ
ぐ
さ
へ
あ
は

れ
な
り
。
ま
い
て
雁
な
ど
の
つ
ら
ね
た
る
が
い
と
ち
ひ
さ
く
見
ゆ
る
は
、
い
と
を
か
し
…
…
。

こ
れ
は
ま
さ
し
く
「
夕
焼
け
の
空
に
小
鳥
た
ち
が
ぱ
あ
っ
と
飛
び
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
」
と
い
う
あ
の
現
代
人
の
美
意
識
に
そ
の
ま
ま
つ
な
が
る
感
覚
と

言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
日
本
人
の
感
性
は
、

千
年
の
時
を
隔
て
て
も
な
お
変
わ
ら
ず
に
生
き
続
け
て
い
る
。

2

「
実
体
の
美
」
は
、
そ
の
も
の
自
体
が
美
を
表
わ
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
状
況
が
ど
う
変
わ
ろ
う
と
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
「
美
」
は
あ
り
得
る
。《
ミ

ロ
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
》
は
、
紀
元
前
一
世
紀
に
ギ
リ
シ
ャ
の
植
民
地
で
あ
っ
た
地
中
海
の
あ
る
島
で
造
ら
れ
た
が
、
二
一
世
紀
の
今
日
、
パ
リ
の
ル
ー
ヴ
ル
美

術
館
に
並
べ
ら
れ
て
い
て
も
そ
の
美
し
さ
に
変
わ
り
は
な
い
。
仮
に
砂
漠
の
な
か
に
ぽ
つ
ん
と
置
か
れ
て
も
、
同
じ
よ
う
に
「
美
」
を
主
張
す
る
で
あ
ろ
う
。

だ
が
「
状
況
の
美
」
は
、
状
況
が
変
わ
れ
ば
当
然
消
え
て
し
ま
う
。
春
の
曙
や
秋
の
夕
暮
れ
の
美
し
さ
は
、
長
く
は
続
か
な
い
。
状
況
の
美
に
敏
感
に
反
応

す
る
日
本
人
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
美
と
は
う
つ
ろ
い
や
す
い
も
の
、
は
か
な
い
も
の
と
い
う
感
覚
を
育
て
て
来
た
。
う
つ
ろ
い
や
す
い
も
の
で
あ
る
が

ゆ
え
に
、
い
っ
そ
う
貴
重
で
、
い
っ
そ
う
愛
す
べ
き
も
の
と
い
う
感
覚
で
あ
る
。
日
本
人
が
、
春
の
花
見
、
秋
の
月
見
な
ど
の
季
節
ご
と
の
美
の
鑑
賞
を
、

年
中
行
事
と
し
て
特
に
好
ん
で
今
で
も
繰
り
返
し
て
い
る
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

実
際
、
清
少
納
言
が

テ
キ
確
に
見
抜
い
た
よ
う
に
、
日
本
人
に
と
っ
て
の
美
と
は
、
季
節
の
移
り
変
わ
り
や
時
間
の
流
れ
な
ど
、
自
然
の
営
み
と
密

d
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接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
江
戸
期
に
広
く
一
般
大
衆
の
あ
い
だ
で
好
ま
れ
た
各
地
の
名
所
絵
を
見
て
み
れ
ば
よ
く
わ
か
る
。

名
所
絵
と
は
、
文
字
通
り
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
に
お
い
て
見
る
べ
き
場
所
、
訪
れ
る
価
値
の
あ
る
所
を
描
き
出
し
た
も
の
だ
が
、
単
な
る
場
所
で
は
な
い
。

例
え
ば
、
広
重
の
晩
年
の
名
作
《
名
所
江
戸
百
景
》
を
見
て
み
る
と
、
雪
晴
れ
の
日
本
橋
と
か
、
花
の
飛
鳥
山
な
ど
、
季
節
ご
と
の
自
然
と
一
つ
に
な
っ
た

情
景
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
事
実
こ
の
連
作
シ
リ
ー
ズ
は
、
ま
と
ま
っ
た
か
た
ち
と
し
て
は
、
春
夏
秋
冬
の
四
部
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
よ

う
に
分
類
し
た
の
は
広
重
で
は
な
い
。
広
重
は
、
江
戸
の
な
か
の
見
る
べ
き
場
所
を
、
特
に
順
序
立
て
ず
に
、
い
わ
ば
思
い
つ
く
ま
ま
ば
ら
ば
ら
に
描
き
出

し
て
行
っ
た
。
そ
れ
が
好
評
で
あ
っ
た
の
で
、
次
々
と
続
け
て
、
百
十
八
点
ま
で
描
い
た
と
こ
ろ
で
彼
は
世
を
去
っ
た
。
そ
の
後
版
元
が
、
別
の
画
家
に
追

加
分
を
一
点
と
扉
絵
の
制
作
を

イ
頼
し
、
あ
わ
せ
て
計
百
二
十
点
の
「
揃
物
」
と
し
て
刊
行
し
た
が
、
そ
の
と
き
に
内
容
を
四
季
に
分
類
し
た
の
で
あ

そ
ろ
い
も
の

e

る
。
と
い
う
こ
と
は
、
当
初
ば
ら
ば
ら
に
描
い
た
「
名
所
」
が
、
い
ず
れ
も
季
節
の
風
物
や
年
中
行
事
と
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
、
自
ず
か
ら
分
類
が
成
り

立
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

名
所
そ
の
も
の
が
、
江
戸
の
町
と
自
然
と
の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。

E

か
つ
て
の
名
所
絵
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
今
日
で
も
人
々
は
、
旅
を
す
る
と
そ
の
記
念
や
土
産
も
の
と
し
て
、
土
地
の
観
光
絵
葉
書
を
買
い
求
め
る
。

パ
リ
や
ロ
ー
マ
に
行
く
と
、
土
産
物
屋
の
店
先
に
さ
ま
ざ
ま
の
絵
葉
書
が
並
ん
で
い
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
大
聖
堂
と
か
、
凱
旋
門
と

か
、
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
な
ど
、
代
表
的
な
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
を
そ
の
ま
ま
捉
え
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
日
本
の
観
光
絵
葉
書
を
見
て
み
る
と
、
満
開
の
桜
の
下
の

清
水
寺
と
か
、
雪
に
覆
わ
れ
た
金
閣
寺
な
ど
、
季
節
の
粧
い
を
こ
ら
し
た
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
。
も
ち
ろ
ん
、
清
水
寺
も
金
閣
寺
も
、
そ
れ
自
体
見
事

よ
そ
お

な
建
築
だ
が
、
観
光
写
真
は
そ
こ
に
自
然
の
変
化
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
を
好
む
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
ま
た
、
「
状
況
の
美
」
を
愛
す
る
日
本
人
の
美
意
識

の
表
れ
で
あ
ろ
う
か
。

（
高
階
秀
爾｢

実
体
の
美
と
状
況
の
美｣

に
よ
る
）
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問
一

二
重
線
部

「
ア
（
げ
）
」
・

「
（
一
）
カ
ン
」
・

「
ユ
（
来
）
」
・

「
テ
キ
（
確
）
」
・

「
イ
（
頼
）
」
に
つ
い
て
、
同
じ
漢
字
を
用
い
る
も
の

a

b

c

d

e

と
し
て
正
し
い
も
の
を
、
次
の
各
群
の
ア
〜
オ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

来
年
の
正
月
は
広
い
河
原
で
、
凧
ア
げ
に
挑
戦
し
よ
う
。

た
こ

イ

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
、
旅
先
で
撮
っ
た
写
真
を
ア
げ
る
。

ア
げ

ウ

地
域
振
興
の
た
め
、
町
を
ア
げ
て
招
致
活
動
を
す
る
。

a

エ

コ
ン
ビ
ニ
で
、
か
ら
ア
げ
弁
当
を
買
っ
て
食
べ
る
。

オ

新
商
品
の
評
判
が
よ
く
、
前
年
よ
り
利
益
を
ア
げ
ら
れ
た
。

ア

酸
化
鉄
を
、
炭
素
を
用
い
る
こ
と
で
カ
ン
元
す
る
。

イ

昼
夜
を
問
わ
な
い
突
カ
ン
工
事
で
完
成
さ
せ
た
。

一
カ
ン

ウ

子
供
の
こ
ろ
か
ら
、
昆
虫
の
生
態
に
カ
ン
心
が
あ
る
。

b

エ

人
気
ア
ニ
メ
の
着
ぐ
る
み
を
、
子
供
た
ち
が
大
き
な
カ
ン
声
で
迎
え
る
。

オ

学
校
の
授
業
で
、
現
代
の
カ
ン
境
問
題
に
つ
い
て
調
べ
た
。
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ア

円
安
で
、
ユ
入
雑
貨
の
値
段
が
高
騰
し
た
。

イ

真
っ
白
な
壁
に
、
ユ
性
の
塗
料
で
絵
を
描
く
。

ユ
来

ウ

抽
象
的
な
概
念
を
、
比
ユ
を
用
い
て
説
明
す
る
。

c

エ

貴
重
な
資
源
を
、
考
え
な
し
に
ユ
水
の
よ
う
に
消
費
す
る
。

オ

複
数
の
国
を
経
ユ
し
て
、
や
っ
と
帰
国
で
き
た
。

ア

複
雑
な
内
容
を
、
端
テ
キ
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

イ

外
科
医
が
患
部
の
テ
キ
出
手
術
を
行
う
。

テ
キ
確

ウ

遠
く
か
ら
、
汽
テ
キ
の
音
が
響
い
て
く
る
。

d

エ

彼
に
匹
テ
キ
す
る
選
手
は
、
も
う
現
れ
な
い
だ
ろ
う
。

オ

優
雅
で
快
テ
キ
な
暮
ら
し
を
満
喫
す
る
。

ア

大
学
で
は
、
近
代
イ
降
の
文
学
を
専
攻
す
る
。

イ

イ
匠
を
凝
ら
し
た
レ
リ
ー
フ
を
柱
に
施
す
。

イ
頼

ウ

聖
徳
太
子
が
冠
イ
十
二
階
を
定
め
た
。

e

エ

鉄
道
の
発
明
に
よ
っ
て
、
旅
が
容
イ
に
な
っ
た
。

オ

旧
態
イ
然
と
し
た
体
制
を
改
革
す
る
。
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問
二

空
欄

～

を
補
う
の
に
最
も
適
当
な
語
句
を
、
次
の
ア
～
カ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。
た
だ

A

E

し
、
同
じ
語
を
繰
り
返
し
用
い
て
は
な
ら
な
い
。

ア

つ
ま
り

イ

あ
る
い
は

ウ

む
し
ろ

エ

も
っ
と
も

オ

例
え
ば

カ

も
し
か
す
る
と

問
三

傍
線
部

「
そ
の
よ
う
な
原
理
に
基
づ
い
て
作
品
を
制
作
す
れ
ば
、
そ
れ
は
『
美
』
を
表
現
し
た
も
の
と
な
る
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
『
美
』
」

1

に
な
り
う
る
も
の
の
例
と
し
て
不
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

、
、
、
、
、
、

ア

和
声
的
に
調
和
の
と
れ
た
、
混
声
四
部
合
唱
の
曲
。

イ

ろ
く
ろ
を
用
い
て
制
作
さ
れ
均
整
の
取
れ
た
、
無
地
の
白
磁
の
壺
。

ウ

古
代
エ
ジ
プ
ト
の
幾
何
学
の
知
識
に
基
づ
き
作
ら
れ
た
、
巨
大
な
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
。

エ

均
一
に
胸
の
高
さ
に
刈
り
揃
え
ら
れ
た
、
庭
を
囲
む
つ
つ
じ
の
生
垣
。

オ

一
輪
の
朝
顔
を
挿
し
て
茶
室
に
飾
ら
れ
た
、
竹
を
削
っ
て
作
っ
た
花
入
れ
。
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問
四

空
欄
（

Ｘ

）
に
当
て
は
ま
る
文
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

蛙
が
古
池
に
身
を
投
じ
た
際
、
期
せ
ず
し
て
絶
妙
に
響
き
渡
っ
た
水
音

イ

水
音
を
響
か
せ
て
勢
い
よ
く
古
池
に
飛
び
込
ん
で
見
せ
た
躍
動
感
あ
ふ
れ
る
蛙
の
姿

ウ

鏡
の
よ
う
な
水
面
に
飛
び
こ
ん
だ
蛙
を
中
心
に
、
均
一
な
同
心
円
状
に
拡
が
っ
た
波
の
形

エ

古
い
池
に
蛙
が
飛
び
こ
ん
だ
そ
の
一
瞬
、
そ
こ
に
生
じ
る
緊
張
感
を
孕
ん
だ
深
い
静
寂
の
世
界

オ

醜
い
蛙
が
水
中
に
身
を
沈
め
た
こ
と
で
、
た
だ
美
的
に
価
値
あ
る
も
の
だ
け
が
残
っ
た
庭
の
景
色
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問
五

傍
線
部

「
千
年
の
時
を
隔
て
て
も
な
お
変
わ
ら
ず
に
生
き
続
け
て
い
る
」
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の

2

を
、
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

『
枕
草
子
』
で
清
少
納
言
が
述
べ
た
、
秋
の
夕
暮
れ
時
に
烏
や
雁
が
飛
ん
で
い
る
様
を
愛
で
る
日
本
人
的
な
感
性
は
、
筆
者
が
知
人
に
聞
い
た
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら
考
察
し
た
現
代
人
の
美
意
識
と
、
時
代
の
隔
た
り
が
あ
っ
て
も
大
い
に
通
じ
る
部
分
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

イ

『
枕
草
子
』
の
冒
頭
に
記
さ
れ
た
、
春
の
夜
明
け
が
徐
々
に
明
る
む
様
を
捉
え
た
清
少
納
言
の
鋭
敏
な
感
覚
は
、
筆
者
の
知
人
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
に
よ
れ
ば
、
遥
か
年
月
を
経
た
現
代
で
も
、
夕
焼
け
の
空
に
飛
ぶ
小
鳥
を
愛
で
る
人
々
が
受
け
継
い
で
い
る
と
い
う
こ
と
。

ウ

『
枕
草
子
』
で
描
写
さ
れ
た
春
夏
秋
冬
の
美
し
い
光
景
は
、
当
時
は
清
少
納
言
に
し
か
見
出
せ
な
い
大
き
な
発
見
で
あ
っ
た
が
、
遥
か
後
世
の
現

代
人
は
、
何
ら
特
別
な
こ
と
で
は
な
く
四
季
を
味
わ
う
の
だ
と
、
筆
者
の
知
人
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
わ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。

エ

『
枕
草
子
』
を
記
し
た
清
少
納
言
の
鋭
い
感
性
は
、
秋
と
い
う
季
節
に
潜
ん
で
い
た
夕
暮
れ
時
の
趣
深
さ
を
世
間
に
浸
透
さ
せ
た
が
、
筆
者
の
知

人
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
踏
ま
え
れ
ば
、
時
を
経
た
現
代
人
に
も
い
ま
だ
に
好
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
い
う
こ
と
。

オ

『
枕
草
子
』
に
記
さ
れ
た
、
春
夏
秋
冬
の
特
定
の
時
間
帯
を
好
ん
で
鑑
賞
す
る
清
少
納
言
の
姿
勢
は
、
日
本
人
の
美
意
識
の
模
範
と
言
え
る
も
の

で
あ
り
、
時
は
流
れ
現
代
で
も
尊
敬
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
筆
者
の
知
人
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
わ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。
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問
六

波
線
部
「
日
本
人
と
ア
メ
リ
カ
人
の
美
意
識
の
違
い
」
と
あ
る
が
、
両
者
の
美
意
識
の
違
い
を
七
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

〈
下
書
き
用
〉
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二

次
の
文
章
は
、
岡
本
か
の
子
「
鮨
」
の
一
節
で
あ
る
。
鮨
屋
の
娘
で
あ
る
と
も
よ
は
、
女
学
校
を
卒
業
し
た
後
、
両
親
の
営
む
店
を
手
伝
っ
て
い
た
。

、
、
、

こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

店
へ
来
る
客
は
十
人
十
色
だ
が
、
全
体
に
つ
い
て
は
共
通
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。

じ
ゆ
う
に
ん

と

い
ろ

後
か
ら
も
前
か
ら
も
ぎ
り
ぎ
り
に
生
活
の
現
実
に
詰
め
寄
ら
れ
て
い
る
、
そ
の
間
を
ぽ
っ
と
外
ず
し
て
気
分
を
転
換
し
た
い
。

一
つ
一
つ
我
ま
ま
が
き
い
て
、
ち
ん
ま
り
し
た
贅
沢
が
で
き
て
、
そ
し
て
、
こ
こ
へ
来
て
い
る
間
は
、
く
だ
ら
な
く
ば
か
に
な
れ
る
。
好
み
の
程
度
に
自

ぜ
い

た
く

分
か
ら
裸
に
な
れ
た
り
、
仮
装
し
た
り
出
来
る
。
た
と
え
、
そ
こ
で
、
ど
ん
な
安
ち
ょ
く
な
こ
と
を
し
て
も
云
っ
て
も
、
誰
も
軽
蔑
す
る
も
の
が
な
い
。
お

互
い
に
現
実
か
ら
隠
れ
ん
ぼ
う
を
し
て
い
る
よ
う
な
者
同
士
の
一
種
の
親
し
さ
、
そ
し
て
、
か
ば
い
合
う
よ
う
な

懇

な
眼
ざ
し
で
鮨
を
つ
ま
む
手
つ
き

ね
ん
ご
ろ

a

や
茶
を
呑
む
様
子
を
視
合
っ
た
り
す
る
。
か
と
お
も
う
と
ま
た
そ
れ
は
人
間
と
い
う
よ
り
木
石
の
如
く
、
は
た
の
神
経
と
は
ま
っ
た
く
無
交
渉
な
様
子
で
黙

ぼ
く

せ
き

々
と
い
く
つ
か
の
鮨
を
つ
ま
ん
で
、
さ
っ
さ
と
帰
っ
て
行
く
客
も
あ
る
。

客
の
な
か
の
湊
と
い
う
の
は
、
五
十
過
ぎ
ぐ
ら
い
の
紳
士
で
、
濃
い
眉
が
し
ら
か
ら
顔
へ
か
け
て
、
憂
愁
の
蔭
を
帯
び
て
い
る
。
時
に
よ
っ
て
は
、
も
っ

か
げ

と
老
け
て
見
え
、
場
合
に
よ
っ
て
は
情
熱
的
な
壮
年
者
に
も
見
え
る
と
き
も
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
鋭
い
理
智
か
ら
来
る
一
種
の
諦
念
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の

が
、
人
柄
の
上
に
冴
え
て
、
苦
味
の
あ
る
顔
を
柔
和
に
磨
い
て
い
た
。

濃
く
縮
れ
た
髪
の
毛
を
、
程
よ
く
も
じ
ょ
も
じ
ょ
に
分
け
仏
蘭
西
髭
を
生
や
し
て
い
る
。
服
装
は
赤
い
短
靴
を
埃
ま
み
れ
に
し
て
ホ
ー
ム
ス
パ
ン
を
着
て

ふ

ら
ん

す

ひ
げ

ほ
こ
り

い
る
時
も
あ
れ
ば
、
少
し
古
び
た
結
城
で
着
流
し
の
と
き
も
あ
る
。
独
身
者
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
だ
が
職
業
は
誰
に
も
判
ら
ず
、
店
で
は
い
つ
か
先
生
と

ゆ
う

き

呼
び
馴
れ
て
い
た
。
鮨
の
喰
べ
方
は
巧
者
で
あ
る
が
、
強
い
て
通
が
る
と
こ
ろ
も
無
か
っ
た
。

し
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と
も
よ
は
、
初
め
は
少
し
窮
屈
な
客
と
思
っ
て
い
た
だ
け
だ
っ
た
が
、
だ
ん
だ
ん
こ
の
客
の
謎
め
い
た
眼
の
遣
り
所
に
見
慣
れ
る
と
、
お
茶
を
運
ん
で
行

、
、
、

や

ど
こ
ろ

っ
た
と
き
か
ら
鮨
を
喰
い
終
る
ま
で
、
よ
そ
ば
か
り
眺
め
て
い
て
、
一
度
も
そ
の
眼
を
自
分
の
方
に
振
向
け
な
い
と
き
は
、
物
足
り
な
く
思
う
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
う
か
と
い
っ
て
、
ど
う
か
し
て
、
ま
と
も
に
そ
の
眼
を
振
向
け
ら
れ
自
分
の
眼
と
永
く
視
線
を
合
せ
て
い
る
と
、
自
分
を
支
え
て
い
る
力
を
暈
さ
れ

ぼ
か

て
危
い
よ
う
な
気
が
し
た
。

偶
然
の
よ
う
に
顔
を
見
合
し
て
、
た
だ
一
通
り
の
好
感
を
寄
せ
る
程
度
で
、
微
笑
し
て
く
れ
る
と
き
は
と
も
よ
は
父
母
と
は
違
っ
て
、
自
分
を
ほ
ぐ
し
て

、
、
、

く
れ
る
な
に
か
暖
昧
の
あ
る
刺
戟
の
よ
う
な
感
じ
を
こ
の
年
と
っ
た
客
か
ら
う
け
た
。
だ
か
ら
と
も
よ
は
湊
が
い
つ
ま
で
も
よ
そ
ば
か
り
見
て
い
る
と
き
は

、
、
、

土
間
の
隅
の
湯
沸
し
の
前
で
、
絽
ざ
し
の
手
を
と
め
て
、
た
と
え
ば
、
作
り
咳
を
す
る
と
か
耳
に
立
つ
も
の
の
音
を
た
て
る
か
し
て
、
自
分
な
が
ら
し
ら
ず

し
ら
ず
湊
の
注
意
を
自
分
に
振
り
向
け
る
所
作
を
し
た
。
す
る
と
湊
は
、
ぴ
く
り
と
し
て
、
と
も
よ
の
方
を
見
て
、
微
笑
す
る
。
上
歯
と
下
歯
が
き
っ
ち
り

、
、
、

合
い
、
引
緊
っ
て
見
え
る
口
の
線
が
、
滑
ら
か
に
な
り
、
仏
蘭
西
髭
の
片
端
が
目
に
つ
い
て
あ
が
る
―――
父
親
は
鮨
を
握
り
な
が
ら
ち
ょ
っ
と
眼
を
挙
げ
る
。

ひ
き
し
ま

と
も
よ
の
い
た
ず
ら
気
と
ば
か
り
思
い
、
ま
た
無
愛
想
な
顔
を
し
て
仕
事
に
向
う
。

、
、
、

湊
は
こ
の
店
へ
来
る
常
連
と
は
分
け
隔
て
な
く
話
す
。
競
馬
の
話
、
株
の
話
、
時
局
の
話
、
碁
、
将
棋
の
話
、
盆
栽
の
話
―――
大
体
こ
う
い
う
場
所
の
客

の
間
に
交
さ
れ
る
話
題
に
洩
れ
な
い
も
の
だ
が
、
湊
は
、
八
分
は
相
手
に
話
さ
し
て
、
二
分
だ
け
自
分
が
口
を
開
く
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
寡
黙
は
相
手
を

も

見
下
げ
て
い
る
の
で
も
な
く
、
つ
ま
ら
な
い
の
を
我
慢
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
そ
の
証
拠
に
は
、

盃

の
一
つ
も
さ
さ
れ
る
と

さ
か
ず
き

「
い
や
ど
う
も
、
僕
は
身
体
を
壊
し
て
い
て
、
酒
は
す
っ
か
り
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
せ
っ
か
く
で
す
か
ら
、
じ
ゃ
、
ま
あ
、
頂
き
ま
し
ょ
う
か
な
」

と
い
っ
て
、
細
い
が
っ
し
り
と
し
て
い
る
手
を
、
何
度
も
振
っ
て
、
さ
も
敬
意
を
表
す
る
よ
う
に
鮮
や
か
に
盃
を
受
取
り
、
気
持
ち
よ
く
飲
ん
で
ま
た
盃
を

返
す
。
そ
し
て
徳
利
を
器
用
に
持
上
げ
て
酌
を
し
て
や
る
。
そ
の
挙
動
の
間
に
、
い
か
に
も
人
な
つ
こ
く
他
人
の
好
意
に
対
し
て
は
、
何
倍
に
か
し
て
返

と
つ
く

り

さ
な
く
て
は
気
が
済
ま
な
い
性
分
が
現
わ
れ
て
い
る
の
で
、
常
連
の
間
で
、
先
生
は
好
い
人
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
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と
も
よ
は
、
こ
う
い
う
湊
を
見
る
の
は
、
あ
ま
り
好
か
な
か
っ
た
。
あ
の
人
に
し
て
は
軽
す
ぎ
る
と
い
う
よ
う
な
態
度
だ
と
思
っ
た
。

、
、
、

1
あ
る
日
、
と
も
よ
は
買
い
物
に
出
か
け
た
先
で
、
偶
然
湊
と
遭
遇
し
た
。

、
、
、

二
人
は
、
歩
き
な
が
ら
、
互
い
の
買
い
も
の
を
見
せ
合
っ
た
。
湊
は
西
洋
の
鑑
賞
魚
の
髑

髏

魚
を
買
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
骨
が
寒
天
の
よ
う
な
肉
に
透

ゴ
ー
ス
ト
フ
ィ
ツ
シ
ユ

き
通
っ
て
、

腸

が
鰓
の
下
に
小
さ
く
こ
み
上
っ
て
い
た
。

は
ら
わ
た

え
ら

「
先
生
の
お
う
ち
、
こ
の
近
所
」

「
い
ま
は
、
こ
の
先
の
ア
パ
ー
ト
に
い
る
。
だ
が
、
い
つ
越
す
か
わ
か
ら
な
い
よ
」

と
も
よ
は
何
を
云
お
う
か
と
し
ば
ら
く
考
え
て
い
た
が
、
大
し
た
お
も
い
つ
き
で
も
無
い
よ
う
な
こ
と
を
、
と
う
と
う
云
い
出
し
た
。

、
、
、

「
あ
な
た
、
お
鮨
、
本
当
に
お
好
き
な
の
」

「
さ
あ
」

「
じ
ゃ
何
故
来
て
食
べ
る
の
」

な

ぜ

「

好
き
で
な
い
こ
と
は
な
い
さ
、
け
ど
、
さ
ほ
ど
喰
べ
た
く
な
い
時
で
も
、
鮨
を
喰
べ
る
と
い
う
こ
と
が
僕
の
慰
み
に
な
る
ん
だ
よ
」

2
「
な
ぜ
」

何
故
、
湊
が
、
さ
ほ
ど
鮨
を
喰
べ
た
く
な
い
時
で
も
鮨
を
喰
べ
る
と
い
う
そ
の
事
だ
け
が
湊
の
慰
め
と
な
る
か
を
話
し
出
し
た
。

―――
旧
く
な
っ
て
潰
れ
る
よ
う
な
家
に
は
妙
な
子
供
が
生
れ
る
と
い
う
も
の
か
、
大
き
な
家
の
潰
れ
る
と
き
と
い
う
も
の
は
、
大
人
よ
り
子
供
に
そ
の
脅

ふ
る

お
び

え
が
予
感
さ
れ
る
と
い
う
も
の
か
、
そ
れ
が
激
し
く
来
る
と
、
子
は
母
の
胎
内
に
い
る
と
き
か
ら
、
そ
ん
な
脅
え
に
命
を
蝕
ま
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

む
し
ば
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い
ね
―――
と
い
う
よ
う
な
言
葉
を
冒
頭
に
湊
は
語
り
出
し
た
。

そ
の
子
供
は
小
さ
い
と
き
か
ら
甘
い
も
の
を
好
ま
な
か
っ
た
。
お
や
つ
に
は
せ
い
ぜ
い
塩
煎
餅
ぐ
ら
い
を
望
ん
だ
。
食
べ
る
と
き
は
、
上
歯
と
下
歯
を
叮
嚀

せ
ん

べ
い

て
い

ね
い

に
揃
え
円
い
形
の
煎
餅
の
端
を
規
則
正
し
く
噛
み
取
っ
た
。
ひ
ど
く
湿
っ
て
い
な
い
煎
餅
な
ら
大
概
好
い
音
が
し
た
。
子
供
は
噛
み
取
っ
た
煎
餅
の
破
片
を

そ
ろ

ま
る

か

じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
咀
嚼
し
て
咽
喉
へ
き
れ
い
に
嚥
み
下
し
て
か
ら
次
の
端
を
噛
み
取
る
こ
と
に
か
か
る
。
上
歯
と
下
歯
を
ま
た
叮
嚀
に
揃
え
、
そ
の
間
へ
ま

そ

し
や
く

の

ど

の

く
だ

た
煎
餅
の
次
の
端
を
挟
み
入
れ
る
―――
い
ざ
、
噛
み
取
る
と
き
に
子
供
は
眼
を
薄
く
瞑
り
耳
を
澄
ま
す
。

つ
ぶ

ぺ
ち
ん

同
じ
、
ぺ
ち
ん
と
い
う
音
に
も
、
い
ろ
い
ろ
の
性
質
が
あ
っ
た
。
子
供
は
聞
き
慣
れ
て
そ
の
音
の
種
類
を
聞
き
分
け
た
。

た

ち

あ
る
一
定
の
調
子
の
響
き
を
聞
き
当
て
た
と
き
、
子
供
は
ぷ
る
ぷ
る
と
胴
慄
い
し
た
。
子
供
は
煎
餅
を
持
っ
た
手
を
控
え
て
、
し
ば
ら
く
考
え
込
む
。
う

ど
う
ぶ
る

っ
す
ら
眼
に
涙
を
溜
め
て
い
る
。

家
族
は
両
親
と
、
兄
と
姉
と
召
使
い
だ
け
だ
っ
た
。
家
中
で
、
お
か
し
な
子
供
と
云
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
子
供
の
喰
べ
も
の
は
外
に
ま
だ
偏
っ
て
い
た
。

ほ
か

さ
か
な
が
嫌
い
だ
っ
た
。
あ
ま
り
数
の
野
菜
は
好
か
な
か
っ
た
。
肉
類
は
絶
対
に
近
づ
け
な
か
っ
た
。

そ
の
子
供
に
は
、
実
際
、
食
事
が
苦
痛
だ
っ
た
。
体
内
へ
、
色
、
香
、
味
の
あ
る
塊
団
を
入
れ
る
と
、
何
か
身
が
穢
れ
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
空
気
の
よ

か
た
ま
り

け
が

う
な
喰
べ
も
の
は
無
い
か
と
思
う
。
腹
が
減
る
と
饑
え
は
充
分
感
じ
る
の
だ
が
、
う
っ
か
り
喰
べ
る
気
は
し
な
か
っ
た
。
床
の
間
の
冷
た
く
透
き
通
っ
た
水

う

と
こ

ま

晶
の
置
き
も
の
に
、
舌
を
当
て
た
り
、
頬
を
つ
け
た
り
し
た
。
饑
え
ぬ
い
て
、
頭
の
中
が
澄
み
切
っ
た
ま
ま
、
だ
ん
だ
ん
、
気
が
遠
く
な
っ
て
行
く
。
そ
れ

が
谷
地
の
池
水
を
距
て
て

―
丘
の
後
へ
入
り
か
け
る
夕
陽
を
眺
め
て
い
る
と
き
で
で
も
あ
る
と
（
湊
の
生
れ
た
家
も
こ
の
辺
の
地
勢
に
似
た
都
会
の
一
隅

へ
だ

A

に
あ
っ
た
。
）
子
ど
も
は
こ
の
ま
ま
の
め
り
倒
れ
て
死
ん
で
も
関
わ
な
い
と
さ
え
思
う
。
だ
が
、
こ
の
場
合
は
窪
ん
だ
腹
に
緊
く
締
め
つ
け
て
あ
る
帯
の
間

か
ま

く
ぼ

き
つ

に
両
手
を
無
理
に
さ
し
込
み
、
体
は
前
の
め
り
の
ま
ま
首
だ
け
仰
の
い
て

あ
お
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「
お
母
さ
あ
ん
」

と
呼
ぶ
。
子
供
の
呼
ん
だ
の
は
、
現
在
の
生
み
の
母
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
子
供
は
現
在
の
生
み
の
母
は
家
族
じ
ゅ
う
で
一
番
好
き
で
あ
る
。
け
れ
ど

も
子
供
に
は
ま
だ
他
に
自
分
に
「
お
母
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
る
女
性
が
あ
っ
て
、
ど
こ
か
に
居
そ
う
な
気
が
し
た
。
自
分
が
い
ま
呼
ん
で
、
も
し
「
は
い
」
と

い
っ
て
そ
の
女
性
が
眼
の
前
に
出
て
来
た
な
ら
自
分
は
び
っ
く
り
し
て
気
絶
し
て
し
ま
う
に
違
い
な
い
と
は
思
う
。
し
か
し
呼
ぶ
こ
と
だ
け
は
悲
し
い
楽
し

さ
だ
っ
た
。

そ
の
翌
日
で
あ
っ
た
。
母
親
は
青
葉
の
映
り
の
濃
く
射
す
縁
側
へ
新
し
い
茣
蓙
を
敷
き
、
俎
板
だ
の
庖
丁
だ
の
水
桶
だ
の
蝿
帳
だ
の
持
ち
出
し
た
。
そ
れ

ご

ざ

ま
な
い
た

は
い
ち
ょ
う

も
み
な
買
い
立
て
の
真
新
し
い
も
の
だ
っ
た
。

母
親
は
自
分
と
俎
板
を
距
て
た
向
側
に
子
供
を
坐
ら
せ
た
。
子
供
の
前
に
は
膳
の
上
に
一
つ
の
皿
を
置
い
た
。

母
親
は
、
腕
捲
り
し
て
、
薔
薇
い
ろ
の

掌

を
差
出
し
て
手
品
師
の
よ
う
に
、
手
の
裏
表
を
返
し
て
子
供
に
見
せ
た
。

う
で
ま
く

ば

ら

て
の
ひ
ら

そ
れ
か
ら
そ
の
手
を
言
葉
と
共
に
調
子
づ
け
て
擦
り
な
が
ら
云
っ
た
。

こ
す

「
よ
く
ご
覧
、
使
う
道
具
は
、
み
ん
な
新
し
い
も
の
だ
よ
。
そ
れ
か
ら
拵
え
る
人
は
、
お
ま
え
さ
ん
の
母
さ
ん
だ
よ
。
手
は
こ
ん
な
に
も
よ
く
き
れ
い
に

こ
し
ら

洗
っ
て
あ
る
よ
。
判
っ
た
か
い
。
判
っ
た
ら
、
さ
、
そ
こ
で
―――
」

母
親
は
、
鉢
の
中
で
炊
き
さ
ま
し
た
飯
に
酢
を
混
ぜ
た
。
母
親
も
子
供
も
こ
ん
こ
ん
噎
せ
た
。
そ
れ
か
ら
母
親
は
そ
の
鉢
を
傍
に
寄
せ
て
、
中
か
ら
い
く

む

ら
か
の
飯
の
分
量
を
摑
み
出
し
て
、
両
手
で
小
さ
く
長
方
形
に
握
っ
た
。

つ
か

だ

蝿
帳
の
中
に
は
、
す
で
に
鮨
の
具
が
調
理
さ
れ
て
あ
っ
た
。
母
親
は
素
早
く
そ
の
中
か
ら
ひ
と
き
れ
を
取
出
し
て
そ
れ
か
ら
ち
ょ
っ
と
押
え
て
、
長
方
形

、
、
、
、

に
握
っ
た
飯
の
上
へ
載
せ
た
。
子
供
の
前
の
膳
の
上
の
皿
へ
置
い
た
。
玉
子
焼
鮨
だ
っ
た
。

「
ほ
ら
、
鮨
だ
よ
、
お
す
し
だ
よ
。
手
々
で
、
じ
か
に
摑
ん
で
喰
べ
て
も
好
い
の
だ
よ
」
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子
供
は
、
そ
の
通
り
に
し
た
。
は
だ
か
の
肌
を
す
る
す
る
撫
で
ら
れ
よ
う
な
こ
ろ
合
い
の
酸
味
に
、
飯
と
、
玉
子
の
あ
ま
み
が
ほ
ろ
ほ
ろ
に
交
っ
た
あ
じ

、
、
、

な

わ
い
が
丁
度
舌
い
っ
ぱ
い
に
乗
っ
た
具
合
―――
そ
れ
を
ひ
と
つ
喰
べ
て
し
ま
う
と
体
を
母
に
拠
り
つ
け
た
い
ほ
ど
、
お
い
し
さ
と
、
親
し
さ
が
、
ぬ
く
め
た

よ

香
湯
の
よ
う
に
子
供
の
身
う
ち
に
湧
い
た
。

子
供
は
お
い
し
い
と
云
う
の
が
、
き
ま
り
悪
い
の
で
、
た
だ
、
に
い
っ
と
笑
っ
て
、
母
の
顔
を
見
上
げ
た
。

「
そ
ら
、
も
ひ
と
つ
、
い
い
か
ね
」

母
親
は
、
ま
た
手
品
師
の
よ
う
に
、
手
を
う
ら
返
し
に
し
て
見
せ
た
後
、
飯
を
握
り
、
蝿
帳
か
ら
具
の
一
片
れ
を
取
り
だ
し
て
押
し
つ
け
、
子
供
の
皿
に

ひ

と

き

置
い
た
。

子
供
は
今
度
は
握
っ
た
飯
の
上
に
乗
っ
た
白
く
長
方
形
の
切
片
を
気
味
悪
く
覗
い
た
。
す
る
と
母
親
は
怖
く
な
い
程
度
の

居
丈
高
に
な
っ
て
、

い

た
け

だ
か

b

「
何
で
も
あ
り
ま
せ
ん
、
白
い
玉
子
焼
だ
と
思
っ
て
喰
べ
れ
ば
い
い
ん
で
す
」

と
い
っ
た
。

か
く
て
、
子
供
は
、
烏
賊
と
い
う
も
の
を
生
ま
れ
て
始
め
て
喰
べ
た
。
象
牙
の
よ
う
な
滑
ら
か
さ
が
あ
っ
て
、
生
餅
よ
り
、
よ
っ
ぽ
ど
歯
切
れ
が
よ
か
っ

い

か

た
。
子
供
は
烏
賊
鮨
を
喰
べ
て
い
た
そ
の
冒
険
の
さ
な
か
、
詰
め
て
い
た
息
の
よ
う
な
も
の
を
、
は
っ
、
と
し
て
顔
の
力
み
を
解
い
た
。
う
ま
か
っ
た
こ
と

は
、
笑
い
顔
で
し
か
現
わ
さ
な
か
っ
た
。

母
親
は
、
こ
ん
ど
は
、
飯
の
上
に
、
白
い
透
き
と
お
る
切
片
を
つ
け
て
出
し
た
。
子
供
は
、
そ
れ
を
取
っ
て
口
へ
持
っ
て
行
く
と
き
に
、
脅
か
さ
れ
る
に

お
い
に
掠
め
ら
れ
た
が
、
鼻
を
詰
ら
せ
て
、
思
い
切
っ
て
口
の
中
へ
入
れ
た
。

か
す

白
く
透
き
通
る
切
片
は
、
咀
嚼
の
た
め
に
、
上
品
な
う
ま
味
に
衝
き
く
ず
さ
れ
、
程
よ
い
滋
味
の
圧
感
に
混
っ
て
、
子
供
の
細
い
咽
喉
へ
通
っ
て
行
っ
た
。

つ

「
今
の
は
、
た
し
か
に
、
ほ
ん
と
う
の
魚
に
違
い
な
い
。
自
分
は
、
魚
が
喰
べ
ら
れ
た
の
だ
―――
」
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そ
う
気
づ
く
と
、
子
供
は
、
は
じ
め
て
、
生
き
て
い
る
も
の
を
噛
み
殺
し
た
よ
う
な
征
服
と
新
鮮
を
感
じ
、
あ
た
り
を
広
く
見
廻
し
た
い
歓
び
を
感
じ

よ
ろ
こ

た
。
む
ず
む
ず
す
る
両
方
の
脇
腹
を
、
同
じ
よ
う
な
歓
び
で
、
じ
っ
と
し
て
い
ら
れ
な
い
手
の
指
で
摑
み
掻
い
た
。

か

「
ひ

ひ

ひ

ひ

ひ
」

無
暗
に
疳
高
に
子
供
は
笑
っ
た
。
母
親
は
、
勝
利
は
自
分
の
も
の
だ
と
見
て
と
る
と
、
指
に
つ
い
た
飯
粒
を
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
払
い
落
し
た
り
し
て
か
ら
、

む

や

み

か
ん
だ
か

わ
ざ
と
落
ち
つ
い
て
蝿
帳
の
な
か
を
子
供
に
見
せ
ぬ
よ
う
覗
い
て
云
っ
た
。

「
さ
あ
、
こ
ん
ど
は
、
何
に
し
よ
う
か
ね
…
…
は
て
ね
…
…
ま
だ
あ
る
か
し
ら
ん
…
…
」

子
供
は
苛
立
っ
て
絶
叫
す
る
。

「
す
し
！
す
し
！
」

母
親
は
、
嬉
し
い
の
を
ぐ
っ
と
堪
え
る
少
し
呆
け
た
よ
う
な
―――
そ
れ
は
子
供
が
、
母
と
し
て
は
一
ば
ん
好
き
な
表
情
で
、

生
涯
忘
れ
得
な
い
美
し
い

う
れ

こ
ら

ほ
う

3

顔
を
し
て

「
で
は
、
お
客
様
の
お
好
み
に
よ
り
ま
し
て
、
次
を
差
上
げ
ま
あ
す
」

最
初
の
と
き
の
よ
う
に
、
薔
薇
い
ろ
の
手
を
子
供
の
目
の
前
に
近
づ
け
、
母
は
ま
た
も
手
品
師
の
よ
う
に
裏
と
表
を
返
し
て
見
せ
て
か
ら
鮨
を
握
り
出
し

た
。
同
じ
よ
う
な
白
い
身
の
魚
の
鮨
が
握
り
出
さ
れ
た
。

母
親
は
ま
ず
最
初
の
試
み
に
注
意
深
く
色
と
生
臭
の
無
い
魚
肉
を
選
ん
だ
ら
し
い
。
そ
れ
は
鯛
と
比
良
目
で
あ
っ
た
。

ひ

ら

め

子
供
は
続
け
て
喰
べ
た
。
母
親
が
握
っ
て
皿
の
上
に
置
く
の
と
、
子
供
が
摑
み
取
る
手
と
、
競
争
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
熱
中
が
、
母
と
子
を
何
も

考
え
ず
、
意
識
し
な
い
一
つ
の
気
持
ち
の
痺
れ
た
世
界
に
牽
き
入
れ
た
。
五
つ
六
つ
の
鮨
が
握
ら
れ
て
、
摑
み
取
ら
れ
て
、
喰
べ
ら
れ
る
―――
そ
の
運
び
に

し
び

ひ

面
白
く
調
子
が
つ
い
て
来
た
。
素
人
の
母
親
の
握
る
鮨
は
、
い
ち
い
ち
大
き
さ
が
違
っ
て
い
て
、
形
も
不
細
工
だ
っ
た
。
鮨
は
、
皿
の
上
に
、
こ
ろ
り
と
倒
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れ
て
、
載
せ
た
具
を
傍
へ
落
す
も
の
も
あ
っ
た
。
子
供
は
、
そ
う
い
う
も
の
へ
か
え
っ
て
愛
感
を
覚
え
、
自
分
で
形
を
調
え
て
喰
べ
る
と
余
計
お
い
し
い
気

が
し
た
。
子
供
は
、
ふ
と
、
日
頃
、
内
し
ょ
で
呼
ん
で
い
る
も
一
人
の
幻
想
の
な
か
の
母
と
い
ま
目
の
前
に
鮨
を
握
っ
て
い
る
母
と
が
眼
の
感
覚
だ
け
か
頭

の
中
で
か
、
一
致
し
か
け
一
重
の
姿
に
紛
れ
て
い
る
気
が
し
た
。
も
っ
と
、
ぴ
っ
た
り
、
一
致
し
て
欲
し
い
が
、
あ
ま
り
一
致
し
た
ら
恐
ろ
し
い
気
も
す
る
。

自
分
が
、
い
つ
も
、
誰
に
も
内
し
ょ
で
呼
ぶ
母
は
や
は
り
、
こ
の
母
親
で
あ
っ
た
の
か
し
ら
、
そ
れ
が
こ
ん
な
に
も
自
分
に
お
い
し
い
も
の
を
食
べ
さ
せ

て
く
れ
る
こ
の
母
で
あ
っ
た
の
な
ら
、
内
密
に
心
を
外
の
母
に
移
し
て
い
た
の
が
悪
か
っ
た
気
が
し
た
。

「
さ
あ
、
さ
あ
、
今
日
は
、
こ
の
位
に
し
て
置
き
ま
し
ょ
う
。
よ
く
喰
べ
て
お
く
れ
だ
っ
た
ね
」

目
の
前
の
母
親
は
、
飯
粒
の
つ
い
た
薔
薇
い
ろ
の
手
を
ぱ
ん
ぱ
ん
と
子
供
の
前
で
気
も
ち
よ
さ
そ
う
に
は
た
い
た
。

そ
れ
か
ら
後
も
五
、
六
度
、
母
親
の
手
製
の
鮨
に
子
供
は
慣
ら
さ
れ
て
行
っ
た
。

ざ
く
ろ
の
花
の
よ
う
な
色
の
赤
貝
の
身
だ
の
、
二
本
の
銀
色
の
地
色
に
竪
縞
の
あ
る
さ
よ
り
だ
の
に
、
子
供
は
馴
染
む
よ
う
に
な
っ
た
。
子
供
は
そ
れ
か

、
、
、

た
て
じ
ま

ら
、
だ
ん
だ
ん
平
常
の
飯
の
菜
に
も
魚
が
喰
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
身
体
も
見
違
え
る
ほ
ど
健
康
に
な
っ
た
。
中
学
へ
は
い
る
頃
は
、
人
が
振
り
返
る

ほ
ど
美
し
く
逞
し
い
少
年
に
な
っ
た
。

息
子
に
は
学
校
へ
行
っ
て
も
、
学
課
が
見
通
せ
て
判
り
切
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
。
中
学
で
も
彼
は
勉
強
も
し
な
い
で
よ
く
出
来
た
。
高
等
学
校
か
ら

大
学
へ
苦
も
な
く
進
め
た
。
そ
れ
で
い
て
、
何
か
し
ら
体
の
う
ち
に
切
な
い
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
晴
ら
す
方
法
は
急
い
で
求
め
て
も
な
か
な
か
見
付
か

ら
な
い
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
た
。
永
い
憂
鬱
と
退
屈
あ
そ
び
の
な
か
か
ら
大
学
も
出
、
職
も
得
た
。

家
は
全
く
潰
れ
、
父
母
や
兄
姉
も
前
後
し
て
死
ん
だ
。
息
子
自
身
は
頭
が
好
く
て
、
ど
こ
へ
行
っ
て
も
相
当
に
用
い
ら
れ
た
が
、
何
故
か
、
一
家
の
職
に

も
、
栄
達
に
も
気
が
進
ま
な
か
っ
た
。
二
度
目
の
妻
が
死
ん
で
、
五
十
近
く
な
っ
た
時
、
ち
ょ
っ
と
し
た
投
機
で
か
な
り
儲
け
、
一
生
独
り
の
生
活
に
は
事

も
う

か
か
な
い
見
極
め
の
つ
い
た
の
を
機
に
職
業
も
捨
て
た
。
そ
れ
か
ら
後
は
、
こ
こ
の
ア
パ
ー
ト
、
あ
ち
ら
の
貸
家
と
、
彼
の
一
所
不
定
の
生
活
が
始
ま
っ
た
。
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今
の
は
な
し
の
う
ち
の
子
供
、
そ
れ
か
ら
大
き
く
な
っ
て
息
子
と
呼
ん
で
は
な
し
た
の
は
私
の
こ
と
だ
と
湊
は
長
い
談
話
の
あ
と
で
、
と
も
よ
に
云
っ
た
。

、
、
、

「
あ
あ
判
っ
た
。
そ
れ
で
先
生
は
鮨
が
お
好
き
な
の
ね
」

「
い
や
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら
は
、
そ
ん
な
に
好
き
で
も
な
く
な
っ
た
の
だ
が
、
近
頃
、
年
を
と
っ
た
せ
い
か
、
し
き
り
に
母
親
の
こ
と
を
思
い
出
す
の
で

ね
。
鮨
ま
で
懐
か
し
く
な
る
ん
だ
よ
」

二
人
の
坐
っ
て
い
る
病
院
の
焼
跡
の
ひ
と
と
こ
ろ
に
支
え
の
朽
ち
た
藤
棚
が
あ
っ
て
、
お
ど
ろ
の
よ
う
に
藤
蔓
が
宙
か
ら
地
上
に
這
い
下
り
、
そ
れ
で
も

ふ
じ
づ
る

は

さ
が

蔓
の
尖
の
方
に
は
若
葉
を
い
っ
ぱ
い
つ
け
、
そ
の
間
か
ら
痩
せ
た
う
す
紫
の
花
房
が
雫
の
よ
う
に
咲
き
垂
れ
て
い
る
。
庭
石
の
根
締
め
に
な
っ
て
い
た
や、

さ
き

し
ず
く

し
お
の
躑
躅
が
石
を
運
び
去
ら
れ
た
あ
と
の
穴
の
側
に
半
面
、

黝

く
枯
れ
て
火
の
あ
お
り
の
あ
と
を
残
し
な
が
ら
、
半
面
に
白
い
花
を
つ
け
て
い
る
。

、
、

つ

つ

じ

あ
お
ぐ
ろ

庭
の
端
の
崖
下
は
電
車
線
路
に
な
っ
て
い
て
、
と
き
ど
き
轟
々
と
電
車
の
行
き
過
ぎ
る
音
だ
け
が
聞
え
る
。

ご
う
ご
う

竜
の
髭
の
な
か
の
い
ち
は
つ
の
花
の
紫
が
、
夕
風
に
揺
れ
、
二
人
の
い
る
近
く
に
一
本
立
っ
て
い
る
太
い
棕
梠
の
木
の
影
が
、
草
叢
の
上
に
だ
ん
だ
ん
斜

、
、
、
、

し

ゅ

ろ

く
さ
む
ら

に
か
か
っ
て
来
た
。
と
も
よ
が
買
っ
て
来
て
そ
こ
へ
置
い
た
籠
の
河
鹿
が
二
声
、
三
声
、
啼
き
初
め
た
。

、
、
、

な

二
人
は
笑
い
を
含
ん
だ
顔
を
見
合
せ
た
。

4
「
さ
あ
、
だ
い
ぶ
遅
く
な
っ
た
。
と
も
ち
ゃ
ん
、
帰
ら
な
く
て
は
悪
か
ろ
う
」

と
も
よ
は
河
鹿
の
籠
を
捧
げ
て
立
ち
上
っ
た
。
す
る
と
、
湊
は
自
分
の
買
っ
た
骨
の
透
き
通
っ
て
見
え
る
髑

髏

魚
を
も
、
そ
の
ま
ま
と
も
よ
に
与
え
て

、
、
、

、
、
、

ゴ
ー
ス
ト
フ
ィ
ッ
シ
ュ

立
ち
去
っ
た
。

湊
は
そ
の
後
、
す
こ
し
も
福
ず
し
に
姿
を
見
せ
な
く
な
っ
た
。

「
先
生
は
、
近
頃
、
さ
っ
ぱ
り
姿
を
見
せ
な
い
ね
」

常
連
の
間
に
不
審
が
る
も
の
も
あ
っ
た
が
、
や
が
て
す
っ
か
り
忘
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
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と
も
よ
は
湊
と
別
れ
る
と
き
、
湊
が
ど
こ
の
ア
パ
ー
ト
に
い
る
か
聞
き
も
ら
し
た
の
が
残
念
だ
っ
た
。
そ
れ
で
、
こ
ち
ら
か
ら
訪
ね
て
も
行
け
ず
病
院
の

、
、
、

焼
跡
へ
し
ば
ら
く
佇
ん
だ
り
、
あ
た
り
を
見
廻
し
な
が
ら
石
に
腰
か
け
て
湊
の
こ
と
を
考
え
時
々
は
眼
に
う
す
く
涙
さ
え
た
め
て
ま
た
茫
然
と
し
て
店
へ

た
た
ず

帰
っ
て
来
る
の
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
と
も
よ
の
そ
う
し
た
行
為
も
止
ん
で
し
ま
っ
た
。

、
、
、

こ
の
頃
で
は
、
と
も
よ
は
湊
を
思
い
出
す
度
に

、
、
、

た
び

「
先
生
は
、
ど
こ
か
へ
越
し
て
、
ま
た
ど
こ
か
の
鮨
屋
へ
行
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
の
だ
ろ
う
―――
鮨
屋
は
ど
こ
に
で
も
あ
る
ん
だ
も
の
―――
」

と
漠
然
と
考
え
る
に
過
ぎ
な
く
な
っ
た
。

（
岡
本
か
の
子
「
鮨
」
に
よ
る
）



21

問
一

二
重
線
部

「

懇

な
」
・

「
居
丈
高
に
な
っ
て
」
の
本
文
中
に
お
け
る
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
、
そ

ね
ん
ご
ろ

い

た
け

だ
か

a

b

れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

素
直
な

イ

大
げ
さ
な

懇

な

ウ

あ
り
き
た
り
な

ね
ん
ご
ろ

a

エ

親
密
な

オ

真
剣
な

ア

強
い
調
子
で

イ

ふ
ざ
け
た
感
じ
で

居
丈
高
に
な
っ
て

ウ

意
地
悪
そ
う
な
顔
で

い

た
け
だ
か

b

エ

不
機
嫌
な
様
子
で

オ

卑
屈
な
態
度
で
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問
二

傍
線
部

「
と
も
よ
は
、
こ
う
い
う
湊
を
見
る
の
は
、
あ
ま
り
好
か
な
か
っ
た
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
「
理
想
」
と
い
う
語
を
必
ず
用
い

、
、
、

1

て
、
次
の
形
式
に
合
う
よ
う
に
、
四
十
字
以
内
（
句
読
点
等
を
含
む
）
で
説
明
し
な
さ
い
。

湊
に
不
思
議
な
魅
力
を
感
じ
て
い
た
と
も
よ
に
と
っ
て
は
、

か
ら
。

、
、
、

〈
下
書
き
用
〉
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問
三

傍
線
部

「
好
き
で
な
い
こ
と
は
な
い
さ
、
け
ど
、
さ
ほ
ど
喰
べ
た
く
な
い
時
で
も
、
鮨
を
喰
べ
る
と
い
う
こ
と
が
僕
の
慰
み
に
な
る
ん
だ
よ
」
と

2

あ
る
が
、
「
慰
み
に
な
る
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記

号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

独
り
身
の
埋
め
よ
う
の
な
い
寂
し
さ
を
紛
ら
わ
せ
ら
れ
る
こ
と
。

イ

自
分
に
好
意
を
寄
せ
る
と
も
よ
に
会
う
た
め
の
口
実
を
得
ら
れ
る
こ
と
。

、
、
、

ウ

没
落
し
た
家
系
に
生
ま
れ
た
運
命
へ
の
恨
み
を
忘
れ
ら
れ
る
こ
と
。

エ

離
別
や
死
別
を
経
て
辛
い
思
い
を
さ
せ
た
妻
た
ち
に
償
え
る
こ
と
。

オ

今
は
亡
き
母
親
か
ら
愛
さ
れ
て
い
た
と
い
う
思
い
出
に
浸
れ
る
こ
と
。
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問
四

傍
線
部

「
生
涯
忘
れ
得
な
い
美
し
い
顔
を
し
て
」
と
あ
る
が
、
「
生
涯
忘
れ
得
な
い
」
と
言
う
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も

3

の
を
、
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

家
の
没
落
の
予
感
に
生
命
を
蝕
ま
れ
た
た
め
か
、
拒
食
と
い
う
形
で
自
ら
の
家
族
を
否
定
し
て
い
た
自
分
が
、
生
き
て
い
る
も
の
を
食
べ
ら
れ
た

む
し
ば

こ
と
に
よ
り
、
両
親
や
兄
弟
へ
の
愛
情
を
深
め
、
自
ら
の
家
族
を
肯
定
す
る
転
機
と
な
っ
た
出
来
事
だ
っ
た
か
ら
。

イ

幻
想
の
母
親
を
つ
く
り
出
す
こ
と
で
、
食
事
の
苦
痛
や
家
族
か
ら
の
疎
外
感
に
対
す
る
癒
や
し
を
得
て
い
た
自
分
が
、
真
心
の
こ
も
っ
た
生
み
の

母
親
の
手
作
り
の
鮨
を
食
べ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
幻
想
の
母
親
か
ら
解
放
さ
れ
た
出
来
事
だ
っ
た
か
ら
。

ウ

家
族
か
ら
変
わ
っ
た
子
供
と
し
て
見
ら
れ
、
疎
外
感
を
抱
い
て
い
た
自
分
が
、
母
親
の
創
意
工
夫
を
凝
ら
し
た
鮨
に
よ
っ
て
偏
食
を
克
服
し
、
真

の
安
ら
ぎ
を
得
た
出
来
事
だ
っ
た
か
ら
。

エ

偏
食
の
責
任
を
生
み
の
母
親
の
せ
い
に
す
る
た
め
に
、
幻
想
の
母
親
を
意
識
的
に
つ
く
り
出
し
て
い
た
自
分
が
、
初
め
て
生
み
の
母
親
の
愛
情
を

実
感
で
き
た
出
来
事
だ
っ
た
か
ら
。

オ

家
の
没
落
の
予
感
に
蝕
ま
れ
、
生
へ
の
諦
め
が
生
じ
て
い
た
た
め
か
、
誰
も
心
か
ら
愛
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
自
分
が
、
母
と
一
体
に
な
っ

む
し
ば

た
痺
れ
る
世
界
の
中
で
、
人
を
心
か
ら
愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
転
機
と
な
る
出
来
事
だ
っ
た
か
ら
。

し
び
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問
五

傍
線
部

「
二
人
は
笑
い
を
含
ん
だ
顔
を
見
合
せ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
「
二
人
」
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア

4

～
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

湊
の
話
を
聞
い
て
鮨
屋
に
通
う
真
意
も
含
め
て
色
々
と
知
っ
た
つ
も
り
に
な
り
、
互
い
の
距
離
が
縮
ま
っ
た
こ
と
を
喜
ぶ
と
も
よ
に
対
し
て
、
と

、
、
、

う
と
う
別
れ
の
時
機
が
訪
れ
た
こ
と
を
察
し
た
湊
は
、
優
し
く
振
る
舞
い
つ
つ
別
れ
の
切
り
出
し
方
を
う
か
が
っ
て
い
る
。

イ

湊
の
鮨
に
対
す
る
思
い
を
尋
ね
た
と
も
よ
は
、
自
身
の
発
言
に
よ
っ
て
湊
の
過
去
を
露
見
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
悔
や
ん
で
い
る
の

、
、
、

に
対
し
て
、
語
り
得
な
か
っ
た
思
い
出
話
を
自
然
と
引
き
出
し
て
も
ら
っ
た
湊
は
、
と
も
よ
に
深
く
感
謝
し
て
い
る
。

、
、
、

ウ

湊
の
幼
少
期
の
困
難
は
鮨
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
た
と
知
り
、
鮨
屋
の
娘
と
し
て
誇
ら
し
い
思
い
に
な
っ
て
い
る
と
も
よ
に
対
し
て
、
今
は
鮨

、
、
、

が
好
き
な
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
真
意
を
伝
え
き
れ
な
か
っ
た
湊
は
、
と
も
よ
の
純
粋
す
ぎ
る
幼
さ
に
苦
々
し
さ
を
覚
え
て
い
る
。

、
、
、

エ

湊
の
過
去
を
知
っ
た
と
も
よ
は
、
自
宅
の
鮨
屋
が
湊
が
母
親
を
思
い
出
す
た
め
の
場
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
大
き
な
喜
び
を
感
じ
て
い
る
の
に
対

、
、
、

し
て
、
自
ら
が
欲
し
て
い
る
の
は
鮨
で
は
な
く
母
親
と
の
思
い
出
だ
と
気
づ
い
た
湊
は
、
と
も
よ
と
の
別
れ
を
予
感
し
て
い
る
。

、
、
、

オ

湊
の
母
親
と
の
思
い
出
話
を
聞
き
、
湊
と
特
別
な
関
係
に
な
れ
た
よ
う
に
感
じ
て
舞
い
上
が
る
と
も
よ
に
対
し
て
、
自
ら
の
過
ち
を
洗
い
ざ
ら
い

、
、
、

語
る
こ
と
に
な
っ
た
湊
は
、
も
は
や
と
も
よ
と
過
ご
す
時
間
に
居
心
地
の
悪
さ
を
感
じ
、
苦
笑
い
で
そ
の
場
を
取
り
繕
っ
て
い
る
。

、
、
、
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問
六

本
文
の
内
容
と
表
現
に
関
す
る
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

本
文
で
は
、
と
も
よ
と
湊
と
の
出
会
い
、
湊
が
と
も
よ
の
も
と
を
去
る
ま
で
の
出
来
事
が
、
時
間
の
流
れ
に
従
っ
て
叙
述
さ
れ
て
お
り
、
様
々
な

、
、
、

、
、
、

人
々
が
行
き
交
う
「
鮨
屋
」
は
二
人
の
思
い
が
す
れ
違
う
場
所
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

イ

本
文
で
は
、
主
人
公
で
あ
る
と
も
よ
が
、
少
女
か
ら
大
人
へ
と
精
神
的
に
成
長
し
て
い
く
様
子
が
、
両
親
や
湊
と
の
交
流
を
通
し
て
描
か
れ
て
い

、
、
、

る
。

ウ

本
文
で
は
、
人
々
が
、
思
う
ま
ま
に
自
分
を
見
せ
な
が
ら
心
地
良
く
付
き
合
い
、
様
々
な
立
場
や
境
遇
の
人
が
、
程
良
く
身
を
寄
せ
合
う
様
子
を

通
し
て
、
出
会
い
と
別
れ
の
場
と
し
て
の
「
鮨
屋
」
の
あ
り
よ
う
が
描
か
れ
て
い
る
。

エ

本
文
で
は
、
と
も
よ
の
も
と
に
残
さ
れ
た
「
髑
髏
魚
」
は
、
と
も
よ
に
自
ら
の
生
い
立
ち
を
打
ち
明
け
た
い
と
い
う
か
ね
て
か
ら
の
願
望
や
、
と

、
、
、

、
、
、

、

も
よ
の
も
と
を
去
る
覚
悟
と
い
う
湊
の
内
面
の
隠
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

、
、

オ

本
文
で
は
、
と
も
よ
と
湊
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
に
寄
り
添
い
な
が
ら
そ
の
内
面
が
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
お
互
い
に
対
す
る
心
情
の

、
、
、

変
化
が
明
示
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
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三

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

下
野
の
国
に
、
安
蘇
沼
と
い
ふ
所
に
、
常
に
殺
生
を
し
、
鷹
を
使
ひ
け
る
俗
人
あ
り
。
あ
る
時
、（
注
１
）

鴛
の
雄
を
取
り
て
、
餌
袋
に
入
れ
て
帰
り
に
け

し
も

つ
け

あ

そ

ぬ
ま

せ
つ
し
や
う

を
し

を
と
り

え

ぶ
く
ろ

り
。

そ
の
夢
に
、
実
に
尋
常
な
る
女
房
の
、
装
束
も
や
さ
し
き
体
に
て
恨
み
深
き
気
色
に
て
、
さ
め
ざ
め
と
泣
き
て
、
「
い
か
に
、
う
た
て
く
、

わ
が

て
い

1

2

夫
を
ば
殺
さ
せ
給
ひ
た
る
」
と
い
ふ
。
夢
の
中
に
、「
さ
る
事
こ
そ
覚
え
侍
ら
ね
」
と
い
ふ
。「
た
し
か
に
今
日
、
召
し
取
り
て
お
は
す
る
も
の
を
」
と
い
ふ
。

か
た
く
論
じ
け
れ
ば
、
こ
の
女
人
、

3

日
暮
る
れ
ば
い
さ
や
と
い
ひ
し
あ
そ
沼
の
ま
こ
も
隠
れ
に
独
り
か
も
寝
む

と
い
ひ
て
、
ふ
わ
ふ
わ
と
飛
び
て
帰
る
を
見
れ
ば
、
鴛
の
雌
な
り
け
り
。
う
ち
驚
き
て
、

あ
さ
ま
し
く
お
ぼ
え
け
る
ほ
ど
に
、
発
心
し
て
、
永
く

め
と
り

ほ
つ

し
ん

4

を
と
ど
め
て
、
や
が
て
入
道
に
な
り
て
、（
注
２
）

後
世
菩
提
、
勤
行
し
け
り
と
ぞ
う
け
た
ま
は
る
。
あ
は
れ
な
る
出
家
の
因
縁
に
こ
そ
。

ご

せ

ぼ

だ
い

ご
ん
ぎ
よ
う

い
ん

え
ん

X

（
無
住
道
暁
『
沙
石
集
』
に
よ
る
）

［
注
］

鴛
―――
お
し
ど
り
。
水
辺
に
生
息
す
る
カ
モ
科
の
鳥
。

1

後
世
菩
提
―――
来
世
で
の
幸
福
を
仏
に
祈
る
こ
と
。

2

問
一

二
重
線
部
「
う
け
た
ま
は
る
」
を
、
現
代
仮
名
遣
い
に
改
め
な
さ
い
。
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問
二

傍
線
部

「
そ
の
夢
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

1

ア

狩
の
最
中
に
安
蘇
沼
で
美
し
い
女
性
と
出
会
い
夫
婦
に
な
っ
た
と
い
う
、
俗
人
の
夢
。

イ

鷹
を
使
っ
て
獲
物
を
た
く
さ
ん
捕
ま
え
、
袋
の
中
に
詰
め
込
ん
だ
と
い
う
、
俗
人
の
夢
。

ウ

優
雅
な
衣
装
を
着
た
女
性
に
、
泣
き
な
が
ら
声
を
か
け
ら
れ
た
と
い
う
、
俗
人
の
夢
。

エ

見
た
目
の
美
し
い
狩
人
と
出
会
い
、
共
に
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
、
女
房
の
夢
。

オ

な
か
な
か
帰
っ
て
こ
な
い
夫
を
恨
み
、
一
人
で
泣
き
続
け
て
い
る
と
い
う
、
女
房
の
夢
。

問
三

傍
線
部

「
わ
が
夫
」
を
言
い
換
え
た
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

2

ア

鴛
の
雄

イ

鷹
を
使
ひ
け
る
俗
人

ウ

尋
常
な
る
女
房

エ

こ
の
女
人

オ

鴛
の
雌
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問
四

傍
線
部

「
か
た
く
論
じ
け
れ
」
と
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
ア
～
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号

3

で
答
え
な
さ
い
。

ア

俗
人
が
、
他
人
の
女
房
を
見
初
め
た
り
な
ど
し
な
い
と
、
男
に
強
く
言
い
聞
か
せ
た
と
い
う
こ
と
。

イ

俗
人
が
、
女
房
を
悲
し
ま
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
深
く
反
省
し
た
と
い
う
こ
と
。

ウ

俗
人
が
、
美
し
い
女
性
を
自
分
の
女
房
に
し
た
い
一
心
で
、
相
手
の
夫
を
説
き
伏
せ
た
と
い
う
こ
と
。

エ

俗
人
が
、
見
知
ら
ぬ
女
房
の
夫
を
殺
し
た
覚
え
な
ど
な
い
と
、
か
た
く
な
に
言
い
張
っ
た
と
い
う
こ
と
。

オ

俗
人
が
、
知
ら
な
い
女
性
に
声
を
か
け
ら
れ
て
、
ど
う
答
え
て
い
い
か
迷
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
。
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問
五

「
日
暮
る
れ
ば
…
」
の
和
歌
に
込
め
ら
れ
た
詠
み
手
の
心
情
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答

え
な
さ
い
。

ア

鷹
狩
り
に
出
た
ま
ま
戻
っ
て
こ
な
い
夫
の
無
事
を
祈
っ
て
い
る
。

イ

最
愛
の
夫
を
失
い
、
孤
独
に
生
き
て
い
く
我
が
身
を
嘆
い
て
い
る
。

ウ

た
っ
た
一
人
の
愛
す
る
我
が
子
を
殺
さ
れ
た
こ
と
を
恨
ん
で
い
る
。

エ

夫
を
失
い
、
自
分
一
人
で
子
供
を
育
て
て
い
く
こ
と
に
不
安
を
感
じ
て
い
る
。

オ

夜
に
な
り
、
あ
そ
沼
か
ら
女
房
の
霊
が
現
わ
れ
は
し
な
い
か
と
恐
れ
て
い
る
。



31

問
六

傍
線
部

「
あ
さ
ま
し
く
お
ぼ
え
け
る
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

4

ア

美
し
い
女
性
の
詠
ん
だ
和
歌
に
感
動
し
た
俗
人
が
、
狩
り
を
や
め
て
雅
び
な
生
き
方
を
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
。

イ

突
然
飛
び
去
っ
た
女
性
が
鴛
だ
っ
た
と
気
づ
い
た
俗
人
が
、
鴛
を
捕
ら
え
る
機
会
を
逃
し
た
こ
と
を
残
念
に
思
っ
て
い
る
。

ウ

人
の
言
葉
を
話
す
鴛
が
恐
ろ
し
く
て
逃
げ
帰
っ
た
俗
人
が
、
己
の
心
の
弱
さ
を
振
り
返
り
情
け
な
く
思
っ
て
い
る
。

エ

自
分
の
元
に
現
わ
れ
た
女
性
が
、
狩
り
で
殺
し
た
鴛
の
妻
だ
と
悟
っ
た
俗
人
が
、
申
し
訳
な
く
思
っ
て
い
る
。

オ

鴛
の
雌
が
詠
ん
だ
求
愛
の
和
歌
を
聞
い
た
俗
人
が
、
鳥
な
ど
と
は
結
婚
で
き
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

問
七

空
欄

に
あ
て
は
ま
る
漢
字
二
字
を
、
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

X
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