
 

２０１９年度 入学試験 国語 問題冊子 

早稲田大学系属 早稲田渋谷シンガポール校 

 

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.２４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
。

異
文
化
を
体
験
す
る
と
は
、
本
質
的
に
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
異
質
な
時
間
と
空
間
を
体
験
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

異
文
化
の
空
間
が
違
う
の
は
い
わ
ば
当
た
り
前
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
時
間
が
異
質
だ
と
言
う
の
は
、
別
に
「
時
差
」
の
こ
と
を
指
し

て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
時
間
の
認
識
と
か
感
覚
に
違
う
面
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

た
と
え
ば
、

私
た
ち
が
い
ま
普
通
に
認
識
し
て
い
る
近
代
的
な
時
間
は
、
「
時
計
の
時
間
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
昨
日
か
ら
今
日
へ
、

1

今
日
か
ら
明
日
へ
、
限
り
な
く
直
線
的
に
前
に
前
に
進
む
時
間
で
、
限
り
が
あ
り
ま
せ
ん
し
、
引
き
返
す
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
近
代
的
な
時

間
を
生
き
る
私
た
ち
の
生
活
も
仕
事
も
、
引
き
返
す
こ
と
が
出
来
な
い
、
前
進
す
る
し
か
し
よ
う
が
な
い
時
間
の
中
に
あ
る
わ
け
で
す
。

し
か
し
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
や
古
代
イ
ン
ド
で
は
、
明
ら
か
に
時
間
は
違
っ
た
流
れ
方
を
し
て
い
ま
し
た
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
は
、
時
間
は
振
り
子

の
よ
う
に
行
っ
て
は
戻
る
も
の
で
、
繰
り
返
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
古
代
イ
ン
ド
の
時
間
は
円
環
的
に
ぐ
る
り
と
回
っ
て
く
る

も
の
で
し
た
。
こ
の
二
つ
の
時
間
の
考
え
方
か
ら
は
、
時
間
が
繰
り
返
す
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
何
ら
か
の
意
味
で
人
生
に
も
繰
り
返
し
が
き
く
、

引
き
返
せ
る
と
い
う
感
じ
方
が

芽
生
え
、
そ
れ
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
や
古
代
イ
ン
ド
の
文
化
に
穏
や
か
さ
と
か
悠
久
の
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
て
い
る

a

よ
う
に
思
い
ま
す
。

時
間
が
繰
り
返
す
と
い
う
考
え
方
は
同
時
に
、
必
ず
始
ま
り
と
終
わ
り
が
あ
る
、
と
り
わ
け
「
時
間
が
一
度
終
わ
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
発
想
を

芽
生
え
さ
せ
ま
す
。
こ
の
発
想
は
キ
リ
ス
ト
教
の
「
最
後
の
審
判
」
を
預
言
す
る
終
末
論
に

テ
ン
ケ
イ
的
な
形
で
出
て
き
て
い
ま
す
。
仏
教
で

b

も
、
五
六
億
七
〇
〇
〇
万
年
と
い
う
時
間
が
過
ぎ
る
と
登
場
し
て
き
て
救
済
を
す
る
未
来
仏
、
弥
勒
菩
薩
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は

み

ろ
く

ぼ

さ
つ

や
は
り
終
末
論
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

古
代
ギ
リ
シ
ア
や
古
代
イ
ン
ド
の
時
間
認
識
は
、
実
は
近
代
的
な
時
間
認
識
の
中
に
も
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

現
在
、
暦
で
は
確
か
に
多
く
の
国
で
西
暦
が
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
タ
イ
な
ど
の
仏
教
国
で
は
仏
陀
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
の
年
月
（
仏
暦
）
で

も
数
え
て
い
ま
す
か
ら
、
二
〇
世
紀
末
と
い
っ
た
数
え
方
と
は
違
う
時
間
認
識
が
あ
る
わ
け
で
す
。
ま
た
日
本
に
も
皇
紀
何
千
年
と
い
う
言
い
方
が
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か
つ
て
は
あ
り
、
い
ま
で
も
使
わ
れ
て
い
る
元
号
は
、
明
治
以
降
は
時
間
を
天
皇
の
在
位
期
間
で
区
切
る
考
え
方
で
す
。
天
皇
が
亡
く
な
る
と
日
本

の
時
間
は
一
応
そ
こ
で
と
ぎ
れ
て
、
次
の
天
皇
が
即
位
す
る
と
新
し
い
時
間
が
生
ま
れ
て
く
る
。
い
わ
ば
、
天
皇
の
生
命
と
時
間
の
持
続
が
重
ね
ら

れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

王
の
身
体
が
そ
の
国
の
時
間
を
支
配
し
て
い
る
元
号
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
国
家
や
社
会
の
生
命
は
王
の
生
命
と
同
義
で
あ
る
「
王
の
身
体
説
」

に
基
づ
く
も
の
で
す
が
、
こ
う
し
た
考
え
方
は
現
代
世
界
で
も
比
較
的
力
を
持
っ
て
い
る
考
え
方
で
す
。
た
と
え
ば
タ
イ
の
王
様
が
八
〇
年
代
初
め

に
心
臓
病
で
か
な
り
重
態
に
な
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
時
タ
イ
の
株
価
が
下
が
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
多
く
の
人
が
王
の
病
気
で
タ

イ
の
国
力
が
弱
る
と
感
じ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
現
代
風
に
説
明
す
る
な
ら
、
王
が
い
る
か
ら
タ
イ
社
会
は
安
定
し
て
い
る
、
王
が
い
な
く
な

っ
た
ら
社
会
は
混
乱
し
タ
イ
経
済
が
危
な
く
な
る
（
し
た
が
っ
て
株
価
は
下
が
る
）
こ
と
な
の
で
す
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
王
の
身
体
説
は
ま
だ
力
を

持
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
日
本
で
も
昭
和
天
皇
の
病
気
を
国
中
で
心
配
し
た
こ
と
を

ア
ザ
や
か
に
思
い
出
し
ま
す
が
、
そ

c

こ
に
は
や
は
り
「
王
の
身
体
説
」
が
働
い
て
い
た
面
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
王
の
身
体
の
如
何
は
国
と
国
民
の
運
営
に
重
な
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。

い

か

ん

で
す
か
ら
、
現
代
の
日
本
や
経
済
発
展
し
た
タ
イ
社
会
の
現
在
を
見
る
と
、
こ
れ
は
近
代
社
会
で
あ
り
人
々
は
近
代
の
時
間
を
生
き
て
い
る
と
思

い
ま
す
が
、
日
本
に
も
タ
イ
に
も

近
代
的
時
間
と
は
別
の
い
わ
ば
象
徴
的
な
時
間
が
あ
り
、
二
通
り
の
時
間
が
流
れ
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が

2

で
き
る
と
思
い
ま
す
。
日
本
と
タ
イ
以
外
の
多
く
の
文
化
で
も
そ
れ
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
近
代
的
時
間
と
違
っ
た
も
う

ひ
と
つ
の
時
間
認
識
を
生
み
出
し
た
も
の
こ
そ
が
そ
の
地
域
や
社
会
固
有
の
文
化
な
の
で
す
か
ら
、
そ
の
文
化
の
時
間
を
知
る
こ
と
が
、
異
文
化
理

解
の
う
え
で
も
非
常
に
重
要
な
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

異
文
化
を
体
験
し
、
そ
こ
で
時
間
が
さ
ま
ざ
ま
に
流
れ
て
い
る
、
日
本
の
日
常
生
活
と
は
時
間
の
流
れ
方
が
違
っ
て
い
る
と
気
づ
く
こ
と
は
、
異

文
化
理
解
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
私
た
ち
が
自
分
の
人
生
を
生
き
て
い
く
う
え
で
も
非
常
に
重
要
な
こ
と
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。

た
と
え
ば
場
所
が
違
え
ば
社
会
的
な
時
間
の
あ
り
よ
う
か
ら
し
て
違
い
ま
す
。
昔
は
よ
く
「
タ
イ
時
間
」
な
ど
と
言
っ
て
、
約
束
し
た
時
間
に
二

時
間
は
遅
れ
て
い
か
な
い
と
何
も
始
ま
ら
な
い
と
か
言
わ
れ
た
も
の
で
し
た
。
「
ブ
ラ
ジ
ル
時
間
」
と
か
「
メ
キ
シ
コ
時
間
」
と
か
、
同
じ
よ
う
な

言
い
方
が
世
界
各
地
に
つ
い
て
あ
っ
た
も
の
で
す
。
タ
イ
時
間
な
ど
は
現
在
の
タ
イ
の
よ
う
な
経
済
発
展
の
社
会
で
は
徐
々
に
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
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と
思
わ
れ
ま
す
が
、
香
港
に
行
っ
て
も
タ
イ
に
行
っ
て
も
ス
リ
ラ
ン
カ
に
行
っ
て
も
、
食
事
時
間
と
い
う
ご
く
基
本
的
な
も
の
か
ら
し
て
そ
れ
ぞ
れ

日
本
と
は
違
う
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
が
各
社
会
を
実
際
に
動
か
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
時
間
が
各
文
化
の
中
で
ど
う
な
っ
て

い
る
の
か
を
学
ぶ
こ
と
が
非
常
に
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。

し
か
し
、
こ
こ
で
私
自
身
が
経
験
し
、
ま
た
貴
重
な
こ
と
と
感
じ
る
異
文
化
に
お
け
る
時
間
の
流
れ
方
の
意
味
と
い
う
こ
と
で
お
話
し
し
て
お
き

た
い
の
は
、
「
夕
刻
」
と
い
う
時
間
に
つ
い
て
で
す
。
一
日
の
中
で
昼
は
お
わ
っ
た
が
ま
だ
夜
に
は
な
ら
な
い
夕
刻
と
い
う
、
狭
間
で
あ
り
一
種
の

境
界
で
あ
る
時
間
は
、
仕
事
と
憩
い
の
、
公
と
私
の
境
目
の
時
間
に
当
た
り
ま
す
。
よ
く
ホ
テ
ル
で
は
、
ラ
ウ
ン
ジ
で
ピ
ア
ノ
が
流
れ
る
「
ハ
ッ
ピ

ー
・
ア
ワ
ー
ズ
」
と
か
「
カ
ク
テ
ル
の
時
間
」
を
設
け
て
い
ま
す
が
、
夕
刻
を
過
ご
す
の
に
ち
ょ
っ
と
し
た
儀
式
が
あ
っ
て
、
そ
の
時
間
を
上
手
く

間
を
も
た
せ
て
夕
食
に
つ
な
げ
る
工
夫
を
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
伝
統
的
な
社
会
で
も
同
じ
で
、

タ
イ
や
ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
、
夕
方
に
は
多
く
の
人
々
は
仕
事
を
終
え
て
、
夕
食
が
始
ま
る
前
に
お
寺

3

に
行
き
、
お
花
と
か
水
を
捧
げ
ま
す
。
ス
リ
ラ
ン
カ
の
仏
教
徒
の
間
で
は
そ
れ
を
「
ギ
ラ
ン
パ
サ
（
夕
方
の
水
か
け
儀
式
）
」
と
言
い
、
サ
リ
ー
に

身
を
つ
つ
ん
だ
ご
婦
人
た
ち
を
中
心
に
、
男
性
、
老
人
、
子
ど
も
た
ち
が
手
に
手
に
水
差
し
と
花
を
持
っ
て
集
ま
り
、
僧
に
よ
る
読
経
を
少
し
聞
い

た
後
、
「
サ
ー
ト
ゥ
」
と
唱
え
つ
つ
合
唱
し
な
が
ら
、
菩
提
樹
や
仏
塔
に
花
を
捧
げ
、
水
を
振
り
か
け
る
の
で
す
。
ス
リ
ラ
ン
カ
の
仏
教
徒
は
、
こ

の
小
一
時
間
ほ
ど
の
夕
べ
の
儀
式
を
終
え
て
初
め
て
、
「
ビ
ジ
ネ
ス
・
ア
ワ
ー
」
と
は
違
っ
た
、
私
的
な
夜
の
時
間
を
迎
え
て
い
ま
し
た
。
私
も
コ

ロ
ン
ボ
に
い
る
と
き
は
、
よ
く
こ
の
時
刻
に
お
寺
に
出
か
け
ギ
ラ
ン
パ
サ
に
参
列
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
ま
こ
と
に
充
実
し
た
夕
刻
の
ひ
と
と
き
と
感

じ
ら
れ
ま
し
た
。

日
本
か
ら
ア
ジ
ア
の
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
に
行
っ
て
、
人
々
が
そ
う
い
う
夕
べ
の
儀
式
を
行
な
っ
て
い
る
の
に
接
す
る
と
、
私
自
身
何
か
ほ
っ
と
す

る
も
の
を
感
じ
ま
す
。

私
た
ち
の
現
代
日
本
社
会
は
、
の
べ
つ
ま
く
な
し
に
日
常
の
仕
事
の
時
間
が
全
体
を

覆
っ
て
お
り
、
朝
起
き
て
か
ら
夜
寝
る
ま
で
、
「
境
界

d

の
時
間
」
が
ど
こ
に
も
設
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
人
生
と
い
う
視
点
か
ら
見
て
も
、
た
と
え
ば
成
人
式
な
ど
の
意
義
は
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
「
成

人
の
日
」
は
あ
り
ま
す
が
「
境
界
の
時
間
」
を
過
ご
す
日
で
は
も
は
や
あ
り
ま
せ
ん
。
結
局
、
現
代
の
直
線
的
な
時
間
に
裂
け
目
を
作
る
装
置
が
な
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い
た
め
に
、
日
本
社
会
は
ゆ
と
り
の
な
い
、
緊
張
ず
く
め
の
社
会
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
も
感
じ
ら
れ
る
の
で
す
。
だ
か
ら
ス
リ
ラ
ン
カ
に
行

っ
て
ギ
ラ
ン
パ
サ
を
見
た
り
、
夕
刻
の
紅
茶
の
時
間
を
過
ご
し
た
り
す
る
と
、
ほ
っ
と
充
実
し
た
気
持
ち
に
な
る
の
で
す
。

日
本
で
も
近
代
以
前
に
は
生
活
の
中
に
「
境
界
の
時
間
」
に
あ
た
る
も
の
が
組
み
込
ま
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
近
代
化
と
都
市
化
の
プ
ロ
セ
ス
の

中
で
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
で
は
異
文
化
に
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
中
に
自
文
化
に
な
い
も
の
を
見
つ
け
て
い
く
し
か
な

く
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

異
文
化
を
理
解
す
る
こ
と
の
意
義
は
、
ひ
と
つ
に
は
自
分
た
ち
に
な
い
も
の
を
そ
の
中
に
発
見
し
て
、
そ
れ
が
自
文
化
で
は
ど
う
し
て
な
く
な
っ

た
ん
だ
ろ
う
と
あ
ら
た
め
て
考
え
さ
せ
ず
に
お
か
な
い
と
こ
ろ
に
も
あ
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
こ
れ
は
異
文
化
が
単
に
も
の
珍
し
い
存
在
と
い
う
だ

け
で
は
な
く
、
自
文
化
を
見
直
す
機
会
と
し
て
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、
私
た
ち
の
時
間
は
、
近
代
的
な
時
間
に
支
配
さ
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
の
で
す
が
、
異
文
化
に
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
違
う
時
間
が
あ
る
こ
と
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
違
う
時
間
に
接
す
る
こ
と
で
、
事
物

を
視
る
眼
が

コ
ウ
チ
ョ
ク
せ
ず
、
緊
張
し
き
っ
た
心
が
穏
や
か
に
な
り
、
豊
か
に
な
る
は
ず
で
す
。
あ
る
い
は
自
分
た
ち
が
生
き
る
意
味
も
、

み

e

異
文
化
と
出
会
い
、
自
文
化
を
捉
え
直
す
作
業
の
中
で
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
青
木
保
の
文
章
に
よ
る
）
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問
一

傍
線
部

～

の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
、
漢
字
を
平
仮
名
に
改
め
な
さ
い
。
そ
の
際
、
次
の
【
条
件
】
に
し
た
が
う
こ
と
。

a

e

【
条
件
】

・
文
字
は
、
明
確
に
（
丁
寧
に
・
十
分
な
大
き
さ
で
・
濃
く
）
記
す
こ
と
。

問
二

傍
線
部

「
私
た
ち
が
い
ま
普
通
に
認
識
し
て
い
る
近
代
的
な
時
間
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
時
間
の
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し

1

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

過
去
か
ら
現
在
へ
、
現
在
か
ら
未
来
へ
と
断
続
的
に
進
ん
で
い
く
時
間
。

イ

過
去
か
ら
未
来
へ
と
、
時
に
揺
ら
ぎ
な
が
ら
も
前
進
し
続
け
る
時
間
。

ウ

引
き
返
す
こ
と
が
で
き
ず
に
、
未
来
に
向
か
っ
て
前
進
し
続
け
る
時
間
。

エ

私
た
ち
の
生
活
の
す
べ
て
を
規
定
し
な
が
ら
直
線
的
に
進
む
時
間
。

オ

一
つ
の
終
わ
り
が
次
の
始
ま
り
と
な
っ
て
永
遠
に
循
環
す
る
時
間
。
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問
三

傍
線
部

「
近
代
的
時
間
と
は
別
の
い
わ
ば
象
徴
的
な
時
間
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
時
間
の
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も

2

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

近
代
社
会
に
お
け
る
一
元
的
な
時
間
と
は
共
存
し
が
た
い
、
そ
の
地
域
や
社
会
固
有
の
文
化
を
象
徴
し
た
時
間
。

イ

近
代
社
会
に
お
け
る
一
元
的
な
時
間
と
と
も
に
流
れ
て
い
る
、
そ
の
国
の
成
り
立
ち
や
宗
教
が
具
現
化
さ
れ
た
時
間
。

ウ

近
代
社
会
に
お
け
る
一
元
的
な
時
間
と
は
目
的
を
異
に
す
る
、
そ
の
社
会
や
地
域
の
価
値
観
を
正
確
に
反
映
し
た
時
間
。

エ

近
代
社
会
に
お
け
る
一
元
的
な
時
間
と
同
時
に
存
在
し
て
い
る
、
国
や
地
域
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
な
い
普
遍
的
な
時
間
。

オ

近
代
社
会
に
お
け
る
一
元
的
な
時
間
と
は
性
質
を
異
に
す
る
、
そ
の
地
域
や
社
会
特
有
の
文
化
が
間
接
的
に
表
れ
た
時
間
。
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問
四

傍
線
部

「
タ
イ
や
ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
、
夕
方
に
は
多
く
の
人
々
は
仕
事
を
終
え
て
、
夕
食
が
始
ま
る
前
に
お
寺
に
行
き
、
お
花
と
か
水
を

3

捧
げ
ま
す
」
と
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
時
間
の
働
き
に
つ
い
て
、
六
十
字
以
内
（
句
読
点
等
も
字
数
に
含
む
）
で
説
明
し
な
さ
い
。
そ
の
際
、

次
の
【
条
件
】
に
し
た
が
う
こ
と
。

【
条
件
】

に
ま
と
め
る
こ
と
。

・
「･

･
･

と
い
う
働
き
。
」
と
い
う
一
つ
の
文

・
文
字
は
、
明
確
に
（
丁
寧
に
・
十
分
な
大
き
さ
で
・
濃
く
）
記
す
こ
と
。

〈
下
書
き
用
・
六
十
字
〉

と

い

う

働

き

。
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問
五

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

古
代
ギ
リ
シ
ア
や
古
代
イ
ン
ド
に
お
け
る
時
間
は
、
人
々
に
悠
久
の
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
と
同
時
に
、
一
切
の
物
事
は
変
化
し
て
常
住
で

な
い
と
す
る
無
常
観
を
も
植
え
付
け
た
。

イ

王
が
い
る
か
ら
タ
イ
社
会
は
安
定
し
て
い
る
と
す
る
、
国
家
の
生
命
を
王
の
生
命
に
重
ね
る
「
王
の
身
体
説
」
は
、
現
代
社
会
で
は
力
を

失
っ
て
し
ま
っ
た
。

ウ

日
常
生
活
に
お
け
る
食
事
の
時
間
の
流
れ
方
を
知
る
こ
と
で
、
そ
の
社
会
が
ど
れ
く
ら
い
近
代
的
な
時
間
に
支
配
さ
れ
て
い
る
か
を
測
る

こ
と
が
で
き
る
。

エ

自
文
化
と
は
異
な
る
時
間
の
流
れ
方
に
接
す
る
こ
と
で
、
物
事
の
捉
え
方
が
多
様
に
な
り
、
現
代
社
会
に
生
じ
て
い
る
時
間
の
裂
け
目
を

修
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

オ

異
文
化
に
接
し
、
異
文
化
の
中
に
自
文
化
に
な
い
も
の
を
発
見
し
て
、
そ
れ
が
自
文
化
に
は
な
い
理
由
を
改
め
て
考
え
る
こ
と
を
通
し
て
、

自
分
た
ち
が
生
き
る
意
味
も
見
出
さ
れ
る
。
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二

国
内
の
統
一
を
果
た
し
た
関
白
秀
吉
は
、
明
国
（
今
の
中
国
）
出
兵
を
打
ち
出
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、
茶
道
の
大
家
と
し
て
だ
け
で
な
く
、

秀
吉
の
政
治
・
軍
事
の
相
談
役
と
し
て
発
言
力
を
強
め
て
い
た
利
休
（
＝
宗
易
）
が
反
対
の
意
を
表
明
し
た
と
こ
ろ
、
秀
吉
は
利
休
を
激
し
く
罵

そ
う
え
き

ば

倒
し
た
。
以
下
は
そ
れ
に
続
く
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

と
う利

休
は
ふ
か
く
垂
れ
て
い
た
頭
を
あ
げ
た
。
今
日
ま
で
浴
び
た
覚
え
の
な
い
下
卑
た
雑
言
が
、
か
え
っ
て
不
敵
に
腹
を
き
め
さ
せ
た
。

利
休

げ

び

ぞ
う
ご
ん

1

は
落
ち
つ
き
払
っ
て
上
段
の
間
を
見
あ
げ
た
。
そ
こ
に
あ
る
秀
吉
の
斜
か
い
に
吊
っ
た
眼
尻
、
眉
根
の
あ
い
だ
の
竪
皺
で
ま
っ
蒼
に
な
っ
た
顔
は
、

は
す

ま
な
じ
り

た
て
じ
わ

さ
お

い
っ
そ
彼
の
ほ
う
が

罵

り
辱
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
の
ご
と
く
見
え
た
。

の
の
し

「
こ
の
た
び
の
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
い
か
よ
う
に
お
叱
り
を
受
け
ま
し
ょ
う
と
も
、
た
だ
宗
易
の
不
覚
の
致
す
と
こ
ろ
で
、
重
々
お
わ
び
を
申

し
か

し
あ
げ
ま
す
ほ
か
は
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
。
」

利
休
は
落
ち
つ
き
払
っ
た
面
も
ち
に
劣
ら
ぬ
静
け
さ
で
い
っ
た
。

「
た
だ
唐
御
陣
の
儀
は
、
今
日
ま
で
の
合
戦
と
は
か
わ
っ
て
相
手
は
も
ろ
こ
し
の
異
人
、
戦
場
は
外
地
、
い
よ
い
よ
御
渡
海
と
も
相
な
り
ま
す
れ
ば
、

（
注
１
）
と
う

ご

じ
ん

荒
海
を
犯
し
て
の
御
船
出
で
、
季
節
、
天
候
の
如
何
に
よ
り
ま
し
て
は
、
お
泉
水
を
わ
た
る
よ
う
に
は
ま
い
り
か
ね
ま
し
ょ
う
か
と
存
じ
ら
れ
ま

い
か
ん

（
注
２
）

す
。
」

「
そ
ん
な
心
配
は
、
女
、
子
供
の
す
る
こ
と
だ
。
」

「
お
言
葉
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
女
、
子
供
に
限
り
は
い
た
し
ま
せ
ぬ
。
」

「
な
ん
だ
と
。
」

「
畏
れ
な
が
ら
、
大
政

所

さ
ま
は
す
で
に
八
十
路
の
御
老
齢
、
い
っ
ぽ
う
若
君
鶴
松
さ
ま
は
、
よ
う
や
く
お
二
つ
に
な
ら
れ
た
ば
か
り
。
こ
れ
に

お
そ

（
注
３
）
お
お
ま
ん
ど
こ
ろ

や

そ

じ

よ
り
ま
し
て
も
上
様
の
御
身
こ
そ
日
本
の
た
め
、
御
家
の
た
め
、
お
大
切
な
う
え
に
も
お
大
切
と
存
じ
あ
げ
ま
す
の
は
、
押
し
な
べ
て
の
人
の
こ
こ

ろ
で
、
宗
易
、
御
勘
気
を

蒙

り
ま
す
よ
う
な
こ
と
を
口
に
い
た
し
ま
し
た
の
も
、
な
に
よ
り
ま
ず
は
る
ば
る
の
波
濤
を
凌
い
で
の
御
出
征
を
御
案

（
注
４
）

ご

か
ん

き

こ
う
む

（
注
５
）

は

と
う

し
の
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じ

」

「
黙
れ
、
黙
れ
」

秀
吉
は
性
急
な
叱
咤
で
中
断
さ
せ
た
。
利
休
の
言
葉
は
奉
行
た
ち
へ
は
も
と
よ
り
気
ぶ
り
に
も
見
せ
ず
、
表
向
き
の
こ
と
ま
で
う
ち
明
け
て
隠
さ

し
つ
た

な
い

北

政

所

な
る
禰
々
と
さ
え
、
話
題
に
し
た
が
ら
な
い
ひ
そ
か
な
困
惑
を
あ
ば
い
た
に
等
し
い
。
そ
れ
は
大
政
所
の
唐
御
陣
に
対
す
る
ふ
か
い

（
注
６
）
き
た
の
ま
ん
ど
こ
ろ

ね

ね

憂
慮
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ま
で
の
合
戦
と
て
も
、
吉
左
右
が
わ
か
る
ま
で
は
、
老
母
は
食
べ
も
の
も
咽
喉
に
通
ら
ぬ
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
と
く
べ
つ
母
お
も
い
の
秀
吉
は

（
注
７
）
き
っ

そ

う

の

ど

そ
れ
を
心
得
て
お
り
、
戦
場
に
あ
っ
て
も
、
安
心
の
い
く
よ
う
な
手
紙
を
書
く
の
を
怠
ら
な
か
っ
た
が
、
唐
御
陣
は
、
す
で
に
い
ま
の
う
ち
か
ら
大

政
所
の
こ
こ
ろ
を
痛
め
さ
せ
て
い
た
。
こ
れ
ま
で
の
合
戦
は
昨
年
の
小
田
原
陣
に
し
ろ
、
か
つ
て
の
島
津
征
伐
に
し
ろ
、
関
東
、
筑
紫
と
隔
た
っ
て

ち
く

し

も
と
に
か
く
国
内
の
出
陣
に
と
ど
ま
っ
た
の
に
、
今
度
は
遠
く
荒
海
を
わ
た
っ
て
の
外
征
で
あ
る
こ
と
が
、
心
配
の
た
ね
で
あ
っ
た
の
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
そ
れ
故
、
利
休
が
口
に
し
た
、
は
る
ば
る
の
波
濤
を
こ
え
て
の
う
ん
ぬ
ん
は
、
大
政
所
の
懊
悩
を
誤
た
ず
見
ぬ
い
た
言
葉
と
な
る
。

（
注
８
）
お
う
の
う

2

そ
こ
が
秀
吉
に
は

癪

に
さ
わ
っ
た
。
ほ
ん
と
う
で
あ
る
だ
け
腹
が
た
ち
、
な
お
一
方
の
相
手
が
母
親
で
あ
り
、
く
ど
く
ど
嘆
か
れ
て
も

高
飛
車

し
や
く

a

に
は
あ
し
ら
え
な
い
で
、
宥
め
す
か
す
ほ
か
は
な
い
苛
だ
た
し
さ
も
、
利
休
へ
の
怒
り
に
変
質
し
て
い
た
。

な
だ

い
ら

「
お
れ
の
か
ら
だ
を
、
そ
れ
程
に
そ
ち
が
心
配
す
る
と
は
知
ら
な
ん
だ
。
」

秀
吉
は
わ
ざ
と
皮
肉
に
、
声
に
な
ら
な
い

嘲
笑

で
下
半
面
を
ひ
ん
曲
げ
た
。

ち
ょ
う
し
ょ
う

「
だ
が
、
要
ら
ぬ
世
話
は
焼
く
な
。
老
い
ぼ
れ
は
老
い
ぼ
れ
ら
し
く
す
っ
こ
ん
で
い
ろ
。
す
こ
し

眼
を
か
け
て
や
れ
ば
い
い
気
に
な
っ
て
、
な

い

b

ん
だ
、
怪
し
か
ら
ん
。
い
わ
で
も
の
こ
と
を
つ
べ
こ
べ
吐
か
す
。
」

け

ぬ

そ
れ
が
明
智
討
ち
の
よ
う
に
は
い
か
ぬ
と
し
た
唐
御
陣
へ
の
批
判
の
怒
り
か
、
あ
る
い
は
、
大
政
所
の
心
痛
を
ず
ば
り
い
い
あ
て
ら
れ
た
こ
と
へ

の
憤
り
か
、
自
ら
に
も
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、
秀
吉
は
睨
ん
で
喰
い
し
め
た
口
を
か
っ
と
犬
の
よ
う
に
あ
け
、
荒
荒
し
く
叫
ん
だ
。

に
ら

く

「
不
届
き
者
奴
、
面
も
見
た
く
な
い
。
地
獄
の
ど
ん
底
に
失
せ
ろ
。
」

め

つ
ら
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利
休
が
聚
楽
第
か
ら
帰
る
と
ま
も
な
く
、
秀
吉
の
使
者
と
し
て
来
た
富
田
左
近

将

監
、
柘
植
左

京

亮
の
二
人
に
よ
っ
て
、
堺
へ
立
ち
去
れ
と

（
注
９
）
じ
ゅ
ら
く
だ
い

と
み

た

さ

こ
ん
し
ょ
う
げ
ん

つ

げ

さ

き
ょ
う
の
す
け

の
命
令
が
伝
え
ら
れ
た
。
お
も
い
の
ほ
か
に
軽
い
お
咎
め
で
あ
っ
た
。

と
が

退
去
に
も
利
休
は
見
事
に
振
る
舞
っ
た
。
い
つ
そ
う
し
た
と
も
な
く
用
意
が
と
と
の
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
と
て
、
身
の
ま
わ
り
の
も
の
以
外
は

持
ち
だ
さ
ず
、
茶
道
具
も
ほ
ん
の
二
、
三
の
ほ
か
は
こ
と
ご
と
く
残
さ
れ
た
。
夕
方
、
い
ち
早
く
伏
見
に
で
て
淀
川
下
り
の
夜
船
に
乗
る
時
も
、
女

た
ち
と
は
わ
ざ
と
船
を
べ
つ
に
し
た
。
昨
日
に
か
わ
る
身
を
お
も
っ
て
の
慎
し
み
で
あ
っ
た
。

利
休
自
ら
に
も
意
外
と
し
た

懲
罰

が
、

石
田
三
成
、
前
田
玄
以
ら
に
寛
大
に
失
す
る
と
考
え
ら
れ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
彼
ら
に
し
て
見

ち
ょ
う
ば
つ
（
注
１
０
）

れ
ば
、
そ
ん
な
こ
と
で
終
ら
せ
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
そ
れ
で
す
む
性
質
の
事
件
で
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
不
満
は
、
堺
へ
の
追
い
く
だ
し
は
、
や
が

て
思
い
き
り
厳
し
い
裁
断
が
下
さ
れ
る
ま
で
の
、
一
時
の
扱
い
に
過
ぎ
な
い
こ
と

を
、

遠

侍

あ
た
り
で
も

憚

ら
ず
語
ら
せ
た
。
同
時
に
、
そ
の

（
注
１
１
）
と
お
さ
む
ら
い

は
ば
か

方
は

お
お
っ
ぴ
ら
に
こ
そ
口
に
し
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
処
罰
に
は
性
急
な
関
白
様
が
、
い
つ
に
な
く
手
ぬ
る
い
の
は
な
に
が
原
因
で
あ
る
か

c

を
、
彼
ら
は
は
っ
き
り
見
ぬ
い
て
い
た
。

そ
れ
は
秀
吉
の
一
種
の
み
れ
ん
と
も
い
う
べ
き
、
利
休
に
対
す
る
絶
ち
が
た
い
執
着
で
あ
っ
た
。
あ
れ
ほ
ど
散
々
に
と
っ
ち
め
、
面
も
見
た
く
な

い
。
地
獄
の
ど
ん
底
に
失
せ
ろ
、
と
ま
で
怒
鳴
り
つ
け
て
や
っ
た
男
が
、
さ
て
身
辺
か
ら
消
え
去
る
と
と
も
に
、
い
か
に
大
事
な
も
の
を
失
っ
た
か

が
痛
感
さ
れ
た
。
む
し
ろ
、
ま
こ
と
に
は
失
せ
て
い
な
か
っ
た
。

利
休
は
姿
を
消
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
在
っ
た
時
に
も
ま
し
て
い

3

っ
そ
う
秀
吉
と
と
も
に
い
た
。

朝
、
い
わ
ば
政
庁
で
あ
る
表
座
敷
に
で
る
ま
え
、
内
輪
の
も
の
の
挨
拶
を
受
け
る
時
に

は
、

お
伽

衆

や
祐
筆
ら
と
い
っ
し
ょ
に
、
あ
の
か
た
ち

（
注
１
２
）

と
ぎ
し
ゅ
う

ゆ
う
ひ
つ

の
よ
い
大
頭
と
、
に
こ
や
か
な
黒
眼
が
見
い
だ
さ
れ
そ
う
に
思
わ
れ
た
し
、
見
え
な
い
の
は
出
仕
が
ち
と
遅
れ
て
い
る
の
で
、
あ
と
で
小

姓

を
呼

こ

し
ょ
う

び
に
や
れ
ば
、
詰
所
か
ら
さ
っ
そ
く
現
れ
て
来
る
に
違
い
な
い
気
が
し
た
。

秀
吉
は
政
務
を
見
た
あ
と
、
茶
で
息
抜
き
を
す
る
の
が
好
き
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
場
合
、

ど
の

数
寄
屋
へ
足
を
む
け
よ
う
と
、
利
休
は
前
も
っ

（
注
１
３
）

す

き

や

て
知
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
迎
え
い
れ
、
彼
の
た
め
に
日
本
一
う
ま
い
茶
を
た
て
た
。
そ
れ
故
、
茶
を
飲
も
う
か
と
思
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
は
も
う

い
な
い
は
ず
で
、
な
お
在
っ
て
待
つ
利
休
を
思
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
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茶
事
に
は
か
ぎ
ら
な
い
。
こ
み
入
っ
た
問
題
で
、
奉
行
た
ち
の
評
議
が
な
か
な
か
ま
と
ま
ら
な
い
時
な
ど
、
と
り
わ
け
そ
れ
が
人
事
に
関
す
る
こ

と
だ
と
、
利
休
の
か
げ
か
ら
の
力
が
大
い
に
役
に
た
つ
の
を
、
秀
吉
は
今
さ
ら
に
思
い
浮
か
べ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

「
宗
易
、
そ
ち
が
ひ
と
つ
当
た
っ
て
見
ろ
。
」

こ
の
一
令
で
、
や
っ
か
い
な
縺
れ
が
存
外
か
ん
た
ん
に
解
け
た
こ
と
も
め
ず
ら
し
く
な
い
。
そ
れ
が
い
ま
ど
う
し
て
で
き
な
い
の
か
。
利
休
屋
敷

も
つ

は
も
と
の
ま
ま
黒
い
門
、
黒
い
板
塀
で
、
し
い
ん
と
静
か
に
、
み
じ
ん
存
在
を
変
え
て
い
な
い
。
変
わ
っ
た
と
い
え
ば
、
空
っ
ぽ
に
な
っ
た
の
み
で

あ
り
、
空
っ
ぽ
に
し
た
の
も
、
秀
吉
自
ら
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
で
も
、
罵
っ
た
よ
う
に
、
地
獄
の
底
へ
追
い
払
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
、
三
成
あ
た
り
が
ひ
そ
か
に
期
待
し
た
北
国
の
離
れ
島
で
も
、
奥
羽
の
僻
地
で
も
な
く
、
堺
へ
の
退
去
命
令
は
、
い
ま
ま
で
よ
り
ほ
ん
の
す

へ
き

ち

こ
し
ば
か
り
隔
た
っ
た
詰
所
へ
や
っ
た
に
過
ぎ
な

い
。

早
飛

脚

な
ら
、
そ
の
日
の
う
ち
に
で
も
呼
び
よ
せ
ら
れ
る
。

（
注
１
４
）
は
や

び

き
ゃ
く

し
か
も
秀
吉
の
執
着
は
、
親
し
み
や
懐
か
し
み
と
は
絶
縁
さ
れ
て
い
た
。
秀
吉
は
か
え
っ
て
利
休
を
憎
ん
だ
。
今
日
の
始
末
に
な
っ
て
ま
で
思
い

だ
さ
れ
る
こ
と
の
す
べ
て
が
、
彼
の
貴
重
さ
の
証
を
な
し
、
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
と
し
て
の
、
価
値
づ
け
を
あ
ら
た
に
す
る
。
こ
の
腹
だ
た
し
さ

は
い
ま
ま
で
の
尊
敬
や
、
信
頼
や
、
愛
護
の
念
を
胸
壁
か
ら
引
き
む
し
り
、
た
だ
熾
烈
に
憎
む
こ
と
に
代
え
る
ほ
か
は
押
さ
え
よ
う
が
な
か
っ
た
。

し

れ
つ

こ
う
し
て
利
休
は
毎
日
そ
ば
に
在
っ
た
よ
り
、
い
っ
そ
う
秀
吉
に
ぴ
っ
た
り
附
き
そ
っ
て
い
た
。

つ

秀
吉
の
気
持
ち
に
く
ら
べ
れ
ば
、
利
休
に
は
ず
っ
と
ゆ
と
り
が
あ
っ
た
。

堺

で
の

蟄
居
は
な
ん
ら
お
咎
め
が
な
か
っ
た
に
等
し
か
っ
た
。
安
心
は
も
と
よ
り
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
ふ
い
な
打
撃
に
う
ち
ひ
し
が
れ

（
注
１
５
）
ち
っ
き
ょ

た
最
初
の
怖
れ
や
、
困
惑
の
あ
い
だ
に
も
な
お
す
っ
か
り
は
揺
ら
が
な
か

っ
た

自
恃
、
今
度
の
刑
罰
と
も
い
え
な
い
処
置
で
、
い
っ
そ
う
根
固
め

（
注
１
６
）

じ

じ

を
し
た
。
ど
ん
な
事
情
に
お
い
て
も
秀
吉
は
自
分
を
手
放
し
え
な
い
の
を
、
利
休
は
あ
ら
た
に
信
じ
よ
う
と
し
た
。
な
お
彼
に
対
す
る
ひ
そ
か
な
田

舎
者
扱
い
は
別
と
し
て
、
と
に
か
く
天
下
様
に
の
し
あ
が
れ
る
だ
け
の
卓
抜
な
人
間
性
に
は
、
疑
い
を
も
た
な
か
っ
た
し
、
今
日
ま
で
の
茶
事
に
関

す
る
さ
ま
ざ
ま
な
独
創
を
、
た
ん
に
あ
た
ま
の
工
夫
に
と
め
な
い
で
す
ん
だ
の
は
、
秀
吉
が
あ
れ
ば
こ
そ
だ
と
す
る
考
え
方
も
、
以
前
に
変
わ
ら
な

い
。
そ
の
意
味
か
ら
秀
吉
に
と
っ
て
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
利
休
に
も
秀
吉
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
、
お
城
勤
め
は
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利
休
を
し
ば
し
ば
う
ん
ざ
り
さ
せ
た
。
一
人
の
男
の
庇
護
の
も
と
で
、
御
機
嫌
の
照
り
曇
り
に
た
え
ず
支
配
さ
れ
て
生
き
る
う
る
さ
さ
、
味
気
な
さ

ひ

ご

は
、
も
う
沢
山
だ
、
と
お
も
っ
た
も
の
だ
。
で
も
、

顔
の
映
る
面
の
み
が
鏡
で
は
な
い
。
同
じ
よ
う
に
利
休
の
こ
こ
ろ
の
裏
側
の
面
に
は
、
表

4

側
の
彼
自
ら
が
ま
こ
と
に
そ
う
思
い
、
人
に
も
語
る
思
い
と
は
別
な
心
象
が
あ
ら
わ
れ
た
。

利
休
に
は
ま
だ
や
っ
て
見
た
い
仕
事
の
多
く
が
あ
っ
た
。
秀
吉
の
あ
た
ら

し
い

伏
見

城

は
、
利
休
に
も
あ
た
ら
し
い
望
み
を
も
た
せ
た
。
あ
の

（
注
１
７
）
ふ
し

み

じ
ょ
う

松
山
に
湧
く
ゆ
た
か
な
泉
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
い
ま
ま
で
と
は
が
ら
り
と
趣
を
変
え
、
唐
宋
の
文
人
画
に
見
る
水
亭
ふ
う
な
も
の
に
し
た
ら
い
っ

そ
面
白
い
だ
ろ
う
。
利
休
は
こ
ん
な
こ
と
も
考
え
、
そ
れ
に
は
秀
吉
も
乗
り
気
に
な
る
の
を
知
っ
て
い
た
。

（
野
上
彌
生
子
『
秀
吉
と
利
休
』
に
よ
る
）

の

が
み

や

え

こ

（
注
）

唐
御
陣
―
―
―
明
国
へ
の
出
兵
の
こ
と
。

1

お
泉
水
―
―
―
庭
園
な
ど
に
あ
る
泉
の
水
の
こ
と
。

2

大
政
所
―
―
―
こ
こ
で
は
、
秀
吉
の
母
親
の
こ
と
。

3

御
勘
気
―
―
―
目
上
の
人
の
怒
り
に
ふ
れ
て
、
と
が
め
を
受
け
る
こ
と
。

4

波
濤
―
―
―
大
波
。

5

北
政
所
な
る
禰
々
―
―
―
「
秀
吉
の
正
妻
で
あ
る
禰
々
」
の
意
。

6

吉
左
右
―
―
―
善
悪
、
正
否
い
ず
れ
か
の
知
ら
せ
。

7

懊
悩
―
―
―
悩
み
苦
し
む
こ
と
。

8

聚
楽
第
―
―
―
秀
吉
が
都
に
造
営
し
た
政
庁
と
邸
宅
を
兼
ね
た
広
大
な
建
物
。

9

石
田
三
成
、
前
田
玄
以
―
―
―
と
も
に
秀
吉
政
権
下
に
お
け
る
有
力
な
臣
下
。

10

遠
侍
―
―
―
屋
敷
の
主
殿
か
ら
離
れ
た
詰
所
。

11
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お
伽
衆
や
祐
筆
―
―
―
「
お
伽
衆
」
は
政
治
や
軍
事
の
相
談
役
を
務
め
た
職
。
「
祐
筆
」
は
文
書
や
記
録
を
務
め
た
職
。

12

数
寄
屋
―
―
―
こ
こ
で
は
、
茶
室
の
こ
と
。

13

早
飛
脚
―
―
―
「
飛
脚
」
は
書
状
や
貨
物
な
ど
を
輸
送
す
る
職
で
、
「
早
飛
脚
」
は
特
別
に
急
を
要
す
る
飛
脚
の
こ
と
。

14

蟄
居
―
―
―
出
仕
、
外
出
を
禁
じ
、
自
宅
に
謹
慎
さ
せ
る
刑
。

15

自
恃
―
―
―
自
分
自
身
を
頼
み
に
す
る
こ
と
。

16

伏
見
城
―
―
―
秀
吉
が
伏
見
に
築
い
た
城
で
、
中
に
置
か
れ
た
茶
室
に
は
利
休
の
趣
向
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
た
。

17
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問
一

傍
線
部

～

の
本
文
中
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
語
群
の
ア
〜
オ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
記
号
で
答

a

c

え
な
さ
い
。

ア

相
手
を
慰
め
る
よ
う
に

イ

相
手
を
軽
蔑
す
る
よ
う
に

高
飛
車
に

ウ

相
手
を
威
圧
す
る
よ
う
に

a

エ

相
手
を
褒
め
称
え
る
よ
う
に

オ

相
手
を
無
視
す
る
よ
う
に

ア

特
別
に
注
意
し
て
見
て

イ

あ
え
て
気
づ
か
ぬ
振
り
を
し
て

眼
を
か
け
て

ウ

か
わ
い
が
っ
て
面
倒
を
み
て

b

エ

や
さ
し
く
励
ま
し
て

オ

大
切
に
も
て
な
し
て

ア

大
き
な
声
で

イ

直
接
会
っ
て

お
お
っ
ぴ
ら
に

ウ

お
も
て
だ
っ
て

c

エ

お
お
ざ
っ
ぱ
に

オ

必
要
以
上
に
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問
二

傍
線
部

「
利
休
は
落
ち
つ
き
払
っ
て
上
段
の
間
を
見
あ
げ
た
。
」
と
あ
る
が
、
「
利
休
」
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
態
度
を
取
っ
た
の
か
。
そ

1

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

か
つ
て
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
口
汚
い
言
葉
を
浴
び
せ
ら
れ
た
こ
と
で
、
逆
に
決
意
を
固
め
た
こ
と
に
加
え
、
感
情
を
抑
え
ら
れ
ず
に
い

る
秀
吉
が
余
裕
を
失
っ
て
い
る
と
気
づ
い
た
か
ら
。

イ

今
ま
で
見
た
こ
と
の
な
い
秀
吉
の
激
し
い
怒
り
は
、
自
分
に
対
し
て
で
は
な
く
、
大
政
所
へ
の
鬱
屈
し
た
想
い
の
八
つ
当
た
り
だ
っ
た
こ

う
つ

く
つ

と
を
察
し
、
急
速
に
忠
誠
心
が
薄
れ
た
か
ら
。

ウ

秀
吉
が
怒
り
に
ま
か
せ
て
悪
態
を
つ
く
の
は
、
激
情
的
な
性
格
に
よ
る
一
過
性
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
今
ま
で
の
経
験
か
ら
見
抜
い
て

い
た
か
ら
。

エ

尋
常
で
な
い
く
ら
い
怒
り
を
あ
ら
わ
に
し
た
秀
吉
が
実
は
自
分
の
意
見
に
大
き
く
動
揺
し
て
い
る
こ
と
を
見
抜
い
た
が
、
そ
の
こ
と
を
悟

ら
れ
た
く
な
か
っ
た
か
ら
。

オ

か
た
く
な
に
主
張
を
貫
こ
う
と
す
る
秀
吉
の
傍
若
無
人
ぶ
り
に
、
揺
る
が
ぬ
強
い
決
意
を
持
っ
た
天
下
人
と
し
て
の
姿
を
見
出
し
、
畏
敬

ぼ

う

じ

や

く

ぶ

じ

ん

の
念
を
も
っ
た
か
ら
。
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問
三

傍
線
部

「
そ
こ
が
秀
吉
に
は
癪
に
さ
わ
っ
た
。
」
と
あ
る
が
、
「
そ
こ
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
四
十
字
以
内
（
句
読
点
等
も
字
数

2

に
含
む
）
で
説
明
し
な
さ
い
。
そ
の
際
、
次
の
【
条
件
】
に
し
た
が
う
こ
と
。

【
条
件
】

に
ま
と
め
る
こ
と
。

・
一
つ
の
文

・
文
字
は
、
明
確
に
（
丁
寧
に
・
十
分
な
大
き
さ
で
・
濃
く
）
記
す
こ
と
。

〈
下
書
き
用
・
四
十
字
〉
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問
四

傍
線
部

「
利
休
は
姿
を
消
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
在
っ
た
時
に
も
ま
し
て
い
っ
そ
う
秀
吉
と
と
も
に
い
た
。
」
と
あ
る
が
、
こ

3

こ
に
お
け
る
「
秀
吉
」
に
つ
い
て
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

利
休
の
茶
室
を
訪
れ
、
政
治
に
関
す
る
様
々
な
こ
と
を
相
談
す
る
の
が
常
で
あ
っ
た
の
に
、
都
か
ら
追
い
出
す
と
い
う
処
罰
に
よ
り
貴
重

な
相
談
役
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
利
休
の
い
な
い
聚
楽
第
で
難
解
な
問
題
が
起
こ
る
に
つ
け
て
、
す
ぐ
に
で
も
堺
に
早
飛
脚
を
出
し
て

呼
び
出
し
た
い
と
い
う
思
い
に
さ
い
な
ま
れ
て
い
る
。

イ

茶
事
に
限
ら
ず
政
治
な
ど
の
込
み
入
っ
た
問
題
の
相
談
役
と
し
て
利
休
を
重
宝
し
て
い
た
の
に
、
明
国
出
兵
に
対
す
る
利
休
の
無
礼
な
態

度
を
見
逃
す
こ
と
が
で
き
ず
堺
に
退
去
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
他
の
臣
下
で
は
利
休
の
代
わ
り
を
務
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
実
感
さ
れ
、
唯
一
無
二

の
存
在
と
し
て
利
休
の
こ
と
を
思
い
返
し
て
い
る
。

ウ

明
国
出
兵
に
反
対
の
意
を
表
明
さ
れ
た
以
上
、
他
の
臣
下
に
対
す
る
体
面
を
保
つ
た
め
に
も
利
休
に
処
罰
を
下
さ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な

か
っ
た
が
、
今
に
な
っ
て
思
い
返
せ
ば
自
分
の
思
い
を
誰
よ
り
も
理
解
し
て
く
れ
る
利
休
の
存
在
は
不
可
欠
で
あ
る
の
で
、
憎
し
み
を
感
じ

つ
つ
も
利
休
へ
の
愛
着
を
捨
て
き
れ
な
い
で
い
る
。

エ

自
分
に
と
っ
て
の
利
休
は
、
複
雑
な
問
題
に
対
し
て
背
後
か
ら
助
力
し
て
く
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
の
に
、
堺
に
追
い
払
っ
た
こ
と
で
、
そ

の
役
割
の
貴
重
さ
が
い
や
が
う
え
に
も
実
感
さ
れ
、
厚
い
信
頼
を
寄
せ
て
い
た
か
ら
こ
そ
今
と
な
っ
て
は
激
し
い
憎
し
み
が
沸
き
上
が
り
、

よ
り
強
く
利
休
を
意
識
し
て
い
る
。

オ

自
分
に
と
っ
て
利
休
は
茶
事
だ
け
で
な
く
、
政
治
面
に
お
い
て
も
掛
け
替
え
の
な
い
存
在
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
他
の
臣
下
た
ち
を
取
り

込
ん
で
明
国
出
兵
に
反
対
さ
れ
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
全
幅
の
信
頼
を
裏
切
ら
れ
て
憎
ら
し
く
思
う
一
方
で
、
共
に
過
ご
し
た
日
々
の
面
影

を
懐
か
し
く
思
い
出
し
て
い
る
。
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問
五

傍
線
部

「
顔
の
映
る
面
の
み
が
鏡
で
は
な
い
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
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

4

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

ア

利
休
は
、
表
向
き
は
秀
吉
の
顔
色
を
常
に
伺
う
よ
う
な
生
活
の
窮
屈
さ
を
疎
ま
し
く
感
じ
、
周
囲
に
も
そ
う
漏
ら
し
て
い
る
が
、
実
際
に

は
自
分
の
理
想
を
実
現
す
る
た
め
に
は
秀
吉
の
存
在
が
欠
か
せ
な
い
も
の
だ
と
自
覚
し
、
頼
り
に
も
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

イ

利
休
は
、
自
分
の
理
想
を
実
現
す
る
た
め
に
は
秀
吉
の
力
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
十
分
に
理
解
し
て
い
た
が
、
そ
の
一
方
で
秀
吉

に
支
配
さ
れ
る
人
生
に
う
ん
ざ
り
し
て
い
る
こ
と
を
薄
々
感
じ
始
め
て
も
い
る
と
い
う
こ
と
。

ウ

利
休
は
、
表
面
的
に
は
秀
吉
の
庇
護
の
下
で
堅
苦
し
い
城
勤
め
に
飽
き
飽
き
し
て
い
る
よ
う
に
見
せ
な
が
ら
、
本
心
で
は
秀
吉
の
人
間
性

に
魅
せ
ら
れ
、
秀
吉
と
共
に
仕
事
を
す
る
こ
と
に
喜
び
を
見
出
し
て
も
い
る
と
い
う
こ
と
。

エ

利
休
は
、
秀
吉
に
支
配
さ
れ
、
そ
の
機
嫌
を
伺
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
生
活
を
嫌
っ
て
い
る
よ
う
に
振
舞
っ
て
い
る
が
、
実
は
田
舎
者
か

ら
天
下
統
一
を
果
た
し
た
秀
吉
の
人
間
性
を
怖
れ
、
妬
ん
で
も
い
る
と
い
う
こ
と
。

ね
た

オ

利
休
は
、
秀
吉
の
人
間
性
と
権
力
が
あ
っ
て
こ
そ
の
自
分
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
自
覚
し
て
い
る
が
、
秀
吉
に
依
存
し
た
生
活
か
ら

脱
し
た
い
と
、
無
意
識
に
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
も
い
る
と
い
う
こ
と
。
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三

次
の
文
章
は
『
土
佐
日
記
』
の
一
節
で
あ
る
。
作
者
は
土
佐
（
現
在
の
高
知
県
）
へ
国
司
と
し
て
赴
任
し
、
そ
の
任
期
中
に
病
気
で
娘
を
亡
く

し
た
。
以
下
は
、
国
司
と
し
て
の
任
期
を
終
え
、
京
の
自
邸
へ
戻
っ
て
き
た
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

家
に
到
り
て
、
門
に
入
る
に
、
月
明
け
れ
ば
、
い
と
よ
く
有
様
見
ゆ
。
聞
き
し
よ
り
も
ま
し
て
、

い
ふ
か
ひ
な
く
ぞ
、
こ
ぼ
れ
破
れ
た
る
。

あ
か

あ
り
さ
ま

1

家
に
あ
づ
け
た
り
つ
る
人
の
心
も
、
荒
れ
た
る
な
り
け
り
。
中
垣
こ
そ
あ
れ
、
一
つ
家
の

や
う
な
れ
ば
、
望
み
て
あ
づ
か
れ
る
な
り
。
さ
る
は
、

な
か
が
き

2

た
よ
り
ご
と
に
物
も
絶
え
ず
得
さ
せ
た
り
。
今
宵
、
「
か
か
る
こ
と
」
と
、

声
高
に
も
の
も
い
は
せ
ず
。
い
と
つ
ら
く
見
ゆ
れ
ど
、

志

は
せ

え

こ

よ

い

こ
わ
だ
か

（
注
）

こ
こ
ろ
ざ
し

3

む
と
す
。

さ
て
、
池
め
い
て
窪
ま
り
、
水
つ
け
る
と
こ
ろ
あ
り
。
ほ
と
り
に
松
も
あ
り
き
。
五
年
六
年
の
う
ち
に
、
千
歳
や
過
ぎ
に
け
む
、
か
た
へ
は
な
く

く
ぼ

い
つ
と
せ

む

と
せ

ち

と
せ

な
り
に
け
り
。
今
生
ひ
た
る
ぞ
ま
じ
れ
る
。
お
ほ
か
た
の
、
み
な
荒
れ
に
た
れ
ば
、
「

」
と
ぞ
、
人
々
い
ふ
。

お

X

思
ひ
出
で
ぬ
こ
と
な
く
、
思
ひ
恋
し
き
が
う
ち
に
、
こ
の
家
に
て
生
ま
れ
し

女

子
の
、
も
ろ
と
も
に
帰
ら
ね
ば
、
い
か
が
は
悲
し
き
。
船
人
も
、

を
む
な

ご

ふ
な
び
と

み
な

子
た
か
り
て
の
の
し
る
。
か
か
る
う
ち
に
、
な
ほ
、
悲
し
き
に
堪
へ
ず
し
て
、

ひ
そ
か
に
心
知
れ
る
人
と
い
へ
り
け
る
歌
、

た

4

5

生
ま
れ
し
も
帰
ら
ぬ
も
の
を
わ
が
宿
に
小
松
の
あ
る
を
見
る
が
悲
し
さ

と
ぞ
い
へ
る
。

（
注
）

志
―
―
―
お
礼
。
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問
一

傍
線
部

「
い
ふ
か
ひ
な
く
」
・

「
子
た
か
り
て
の
の
し
る
」
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
そ

1

4

れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

差
し
支
え
な
く

イ

い
い
加
減
で
な
く

い
ふ
か
ひ
な
く

ウ

言
い
よ
う
も
な
く

1

エ

大
し
た
こ
と
は
な
く

オ

で
た
ら
め
で
は
な
く

ア

子
供
た
ち
が
大
声
で
叫
び
合
っ
て
い
る

イ

子
供
た
ち
が
作
者
を
か
ら
か
っ
て
い
る

子
た
か
り
て
の
の
し
る

ウ

子
供
た
ち
が
し
き
り
に
ね
だ
っ
て
い
る

4

エ

子
供
た
ち
が
同
情
し
て
嘆
い
て
い
る

オ

子
供
た
ち
が
集
ま
っ
て
騒
い
で
い
る

問
二

傍
線
部

「
や
う
な
れ
ば
」
を
、
現
代
仮
名
遣
い
に
改
め
な
さ
い
。

2
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問
三

傍
線
部

「
声
高
に
も
の
も
い
は
せ
ず
」
は
「
従
者
た
ち
に
大
声
で
も
の
を
言
う
こ
と
を
さ
せ
な
い
」
と
い
う
意
味
だ
が
、
作
者
が
た
し
な

3

め
た
、
従
者
た
ち
の
言
葉
の
内
容
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

家
を
預
け
て
い
る
間
、
折
に
触
れ
て
物
を
送
っ
た
り
し
て
い
た
の
に
、
こ
の
よ
う
に
荒
れ
た
ま
ま
に
し
て
お
く
な
ん
て
、
あ
ん
ま
り
で
は

な
い
か
。

イ

家
を
き
れ
い
に
し
て
お
く
よ
う
に
と
手
紙
を
出
し
て
い
た
の
に
、
こ
の
よ
う
に
荒
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
な
ん
て
、
い
っ
た
い
ど
う
い

う
こ
と
だ
。

ウ

家
の
様
子
が
思
っ
た
以
上
に
荒
れ
果
て
て
い
て
驚
い
た
が
、
こ
れ
は
家
と
い
う
も
の
が
次
第
に
主
人
の
心
に
似
て
く
る
の
で
仕
方
が
な
い
。

エ

家
を
留
守
に
し
て
い
た
た
め
に
こ
の
よ
う
に
荒
れ
果
て
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
手
紙
で
知
っ
て
い
た
の
で
、
後
ほ
ど
お
礼
を
し
た
方
が
い
い
。

オ

家
を
管
理
す
る
者
が
困
窮
し
て
お
り
十
分
に
手
入
れ
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
よ
う
に
荒
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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問
四

空
欄

に
入
る
「
し
み
じ
み
と
悲
し
い
こ
と
だ
」
と
い
う
意
味
の
古
文
単
語
を
、
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号

X

で
答
え
な
さ
い
。

ア

あ
は
れ

イ

い
み
じ

ウ

う
つ
く
し

エ

艶
な
り

オ

を
か
し

え
ん

問
五

傍
線
部

「
ひ
そ
か
に
心
知
れ
る
人
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
人
の
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア

5

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

ア

作
者
の
悲
し
み
を
わ
か
っ
て
く
れ
て
い
る
人

イ

作
者
と
長
い
間
離
れ
て
悲
し
ん
で
い
た
人

ウ

作
者
の
悲
し
み
を
な
ぐ
さ
め
て
く
れ
た
人

エ

作
者
と
同
じ
境
遇
に
あ
っ
て
悲
し
ん
で
い
る
人

オ

作
者
の
悲
し
み
に
わ
け
も
な
く
も
ら
い
泣
き
し
た
人
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問
六

本
文
中
の
和
歌
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

久
し
ぶ
り
に
戻
っ
て
き
た
我
が
家
が
荒
れ
果
て
て
し
ま
い
、
我
が
物
顔
で
無
造
作
に
生
え
て
い
る
松
の
木
を
見
る
こ
と
の
悲
し
さ
を
詠
ん

で
い
る
。

イ

長
い
間
留
守
に
し
て
い
た
我
が
家
に
新
し
く
生
え
た
小
さ
な
松
に
、
亡
く
し
た
愛
す
る
娘
を
重
ね
合
わ
せ
て
見
て
し
ま
う
こ
と
の
悲
し
さ

を
詠
ん
で
い
る
。

ウ

帰
っ
て
く
る
つ
も
り
の
な
か
っ
た
こ
の
家
に
は
、
小
松
が
す
で
に
新
た
な
主
人
と
な
っ
て
い
た
の
だ
と
、
年
月
の
無
情
な
流
れ
へ
の
悲
し

さ
を
詠
ん
で
い
る
。

エ

死
別
し
た
娘
が
生
ま
れ
育
っ
た
こ
の
家
に
一
人
で
戻
っ
て
来
た
と
こ
ろ
、
ま
る
で
娘
の
生
ま
れ
変
わ
り
の
よ
う
な
小
松
が
生
え
て
い
た
こ

と
へ
の
か
す
か
な
喜
び
を
詠
ん
で
い
る
。

オ

人
は
み
な
生
ま
れ
て
は
死
ぬ
と
い
う
運
命
に
あ
る
の
で
娘
も
い
つ
か
は
死
ぬ
こ
と
が
分
か
っ
て
い
た
が
、
娘
の
好
き
だ
っ
た
松
を
見
る
と

や
は
り
悲
し
さ
が
こ
み
上
げ
て
く
る
と
い
う
思
い
を
詠
ん
で
い
る
。

問
七

本
文
の
出
典
で
あ
る
『
土
佐
日
記
』
は
平
安
時
代
に
成
立
し
た
作
品
で
あ
る
。

を
、
次
の
ア
～
オ
の

こ
れ
と
成
立
し
た
時
代
の
異
な
る
作
品

中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

枕
草
子

イ

竹
取
物
語

ウ

源
氏
物
語

エ

伊
勢
物
語

オ

徒
然
草

国
語
の
問
題
は
以
上
で
す
。



ニ
〇
一
九
年
度

入
学
試
験

国
語

解
答
用
紙

早
稲
田
渋
谷
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
校

早
稲
田
大
学
系
属

号番

名

点

験

氏

得

受

※
文
字
は

〔
丁
寧
に
・
濃
く
・
大
き
く
〕
書
き
な
さ
い
。

、

一

問
一

え

や
か

a

b

c

っ
て

d

e

問
二

問
三

※
文
字
は

〔
丁
寧
に
・
濃
く
・
大
き
く
〕
書
き
な
さ
い
。

、

問
四

と

い

う

働

き

。

―
問
五

二

問
一

a

b

c

問
二

※
文
字
は

〔
丁
寧
に
・
濃
く
・
大
き
く
〕
書
き
な
さ
い
。

、

問
三

―
問
四

問
五

三

問
一

問
二

問
三

1

4

問
四

問
五

問
六

問
七
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