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－ 13 －

問
８

　
　こ
の
文
章
は
大
き
く
四
段
落
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
の
第
四
段
落
の
は
じ
ま
り
の
箇
所
は
ど
こ
か
、
本
文
中
か
ら
五
字
で
抜
き
出
し
、

記
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

�

問
９

　
　本
文
の
内
容
と
一
致
す
る
も
の
に
は
①
を
、
一
致
し
な
い
も
の
に
は
②
を
、
そ
れ
ぞ
れ
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

�
～
�

�
　点
描
派
の
作
品
は
、
点
描
の
並
置
に
よ
っ
て
網
膜
上
に
お
け
る
色
光
の
効
果
を
活
か
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
古
典
絵
画
か
ら

の
解
放
と
い
っ
て
よ
い

�
　イ
ン
テ
ィ
ア
リ
ア
ー
・
ス
タ
イ
リ
ス
ト
な
ど
商
業
美
術
の
研
究
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
商
業
ベ
ー
ス
の
も
の
で
あ
り
、
抽
象
絵
画
の
手

法
と
は
一
線
を
画
し
発
達
し
て
き
た

�
　経
験
と
手
探
り
の
模
倣
に
頼
っ
て
い
た
日
本
の
色
彩
表
現
は
、
今
後
科
学
的
に
と
ら
え
る
こ
と
で
拡
大
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る

�
　赤
と
黄
の
「
味
の
素
」
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
が
、
人
々
の
注
意
を
惹
き
つ
け
る
そ
の
仕
組
み
は
、
抽
象
絵
画
の
手
法
と
の
関
係
が
深
い

�
　民
族
的
な
風
習
に
よ
る
「
色
彩
」
の
と
ら
え
方
と
、
抽
象
画
に
よ
る
「
色
彩
」
の
と
ら
え
方
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
根
底
で
共
通
し

て
い
る

－ 14 －

第
三
問

　次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

問
１

　
　次
の
傍
線
部
に
相
当
す
る
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
各
群
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
マ
ー
ク
し
な

さ
い
。
解
答
番
号
は 

�
～
�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ア

　コ
ウ
ド
ウ
で
入
学
式
を
挙
げ
る

�
　対
策
手
段
を
コ
ウ
じ
る

　
　
　
　
　
　
　イ

　親
コ
ウ
コ
ウ
を
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ウ

　意
味
を
コ
ウ
ギ
に
理
解
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　エ

　急
な
コ
ウ
バ
イ
の
坂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ア

　ダ
ン
ガ
イ
絶
壁

�
　作
品
の
ガ
イ
ヨ
ウ
を
ま
と
め
る

　
　
　
　イ

　ガ
イ
ハ
ク
な
知
識
を
有
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ウ

　テ
ン
ガ
イ
孤
独
の
身
の
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　エ

　困
難
に
負
け
ぬ
キ
ガ
イ
を
持
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ア

　土
地
を
ジ
ョ
ウ
ト
す
る

�
　イ
チ
ジ
ョ
ウ
の
光
を
見
い
だ
す

　
　
　
　イ

　ロ
ク
ジ
ョ
ウ
一
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ウ

　カ
ジ
ョ
ウ
書
き
に
ま
と
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　エ

　ジ
ョ
ウ
カ
マ
チ
を
散
策
す
る

－ 15 －

問
２

　
　次
の
文
の
空
欄 

Ｘ

・

Ｙ

 

に
は
い
る
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
マ
ー
ク

し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

Ｘ
―
�

　Ｙ
―
�

�
　一 

Ｘ

 

を
報
い
る

　ア

　矢

　
　
　
　
　イ

　死

　
　
　
　
　ウ

　子

　
　
　
　
　エ

　指

�
　人
間
国
宝
の 

Ｙ

 

心
の
作
を
展
示
す
る

　ア

　改

　
　
　
　
　イ

　会

　
　
　
　
　ウ

　悔

　
　
　
　
　エ

　快
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－ 9－

　印
象
派
に
さ
き
だ
っ
て
強
烈
な
色
彩
効
果
を
探
求
し
た
の
は
ド
ラ
ク
ロ
ア
で
あ
り
、
か①

れ
は
黄
色
い
馬
車
の
か
げ
が
紫
色
に
み
え
る
こ
と
に
気
づ
き
、

補
色
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
や
残
像
の
色
も
知
っ
て
い
た
。
ド
ラ
ク
ロ
ア
の
絵
を
黒
白
の
写
真
に
う
つ
し
た
の
で
は
、
あ
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
稀ｂ
薄
に

な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
こ
と
は
か
れ
が
い
か
に
色
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
た
か
の
証
拠
で
あ
る
。

　点
描
派
の
ス
ー
ラ
ー
や
、
シ
ニ
ャ
ッ
ク
の
作
品
は
は
な
れ
て
み
る
と
そ
の
効
果
が
あ
ら
わ
れ
る
。
原
色
の
点
描
の
並
置
に
よ
り
網
膜
上
に
お
け
る
色
光

の
混
合
を
ね
ら
っ
て
い
る
。
眼
の
焦
点
を
遠
く
す
れ
ば
、
色
の
加
色
混
合
と
な
っ
て
輝
い
て
く
る
し
く
み
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
あ
た
り
ま
で
は
、
ま②

だ

外
界
の
色
を
写
実
的
に
画
面
に
移
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
港
の
ま
ぶ
し
い
ほ
ど
の
景
色
、
さ
わ
や
か
な
陽
を
あ
び
る
林
の
道
、
空
の
映
る
睡
蓮
の
池
が
テ
ー

マ
で
あ
っ
た
。

　と
こ
ろ
が
次
の
段
階
で
は
、
色
そ
の
も
の
の
訴
え
る
も
の
、
そ
れ
ら
の
間
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
が
意
識
的
に
絵
に
も
ち
こ
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
見
え
る
色

を
う
つ
す
よ
り
は
、
作
者
の
表
現
し
た
い
何
物
か
を
色
で
あ
ら
わ
す
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
ゴ
ー
ガ
ン
と
ゴ
ッ
ホ
の
色
の
美
し
さ
と
す
さ
ま
じ
さ
は
そ
れ

で
あ
る
。

　そ
し
て
色
を
う
た
う
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
、
ク
レ
ー
か
ら
、
つ
い
に
抽
象
絵
画
に
お
け
る
色
の
解
放
に
到
達
す
る
こ
と
に
な
る
。

　北
欧
系
の
知
的
な
画
家
た
ち
は
色
彩
も
知
的
に
視
覚
的
言
語
の
手
段
と
し
て
い
る
し
、
そ
れ
と
対
立
し
て
色
彩
が
及
ぼ
す
エ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
反
応
を

試
み
る
感
覚
的
な
グ
ル
ー
プ
も
非
具
象
派
あ
る
い
は
抽
象
派
の
う
ち
に
み
う
け
ら
れ
る
。
こ
こ
に
純
粋
に
と
り
だ
さ
れ
た
色
の
語
る
こ
と
ば
が
、
こ
と
ば

で
あ
る
以
上
、
月③

並
な
色
の
意
味
す
る
も
の
に
し
ば
ら
れ
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
。
暖
色
と
寒
色
、
進
出
色
と
後
退
色
、
刺
激
色
と
鎮
静
色
に
分
類
さ
れ

る
色
は
画
家
に
よ
る
差
異
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
寒
色
の
み
で
暖
い
絵
を
、
鎮
静
色
で
刺
激
的
な
タ
ブ
ロ
ー
を
つ
く
り
だ
す
魔
術
師
は
幾
人
も
い
な
い
。

　こ
の
こ
と
は
現
代
絵
画
と
し
て
抽
象
派
が
行
き
づ
ま
る
運
命
を
暗
示
す
る
。
具
象
性
へ
の
転
向
を
試
み
た
画
家
の
何
人
か
は
、
こ
の
よ
う
な
袋
小
路
か

ら
ぬ
け
だ
す
た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　し
か
し
な
が
ら
、
正
常
な
心
理
状
態
に
あ
れ
ば
民
族
的
な
習
俗
に
よ
る
も
の
を
除
け
ば
、
色④

の
与
え
る
効
果
が
共
通
で
あ
る
こ
と
は
商
業
美
術
に
お
い

て
大
き
な
意
義
を
も
つ
。
赤
と
黄
の
配
色
が
も
っ
と
も
注
意
を
惹
き
つ
け
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
は
、
た
と
え
ば
「
コ
カ
・
コ
ー
ラ
」
と
「
味
の
素
」

－ 10 －

で
あ
る
。
遠
く
か
ら
も
っ
と
も
よ
く
見
え
る
黄
色
は
「
森
永
牛
乳
」
が
ボ
ッ
ク
ス
に
し
て
い
る
。
ま
た
黄
色
は
大
き
く
み
え
る
こ
と
を
キ
ャ
ラ
メ
ル
の
箱

に
つ
か
っ
て
、
子
供
の
選
択
を
支
配
す
る
。
う
す
紫
は
女
性
を
惹
き
つ
け
る
か
ら
、
化
粧
品
の
包
装
に
な
り
、
赤
は
男
性
に
欲
望
を
お
こ
さ
せ
る
の
で
、

紅
燈
の
巷
の
い
ろ
ど
り
と
な
る
。

　な
ぜ
わ⑤

れ
わ
れ
は
同
じ
よ
う
な
色
彩
効
果
を
感
じ
る
か
。
こ
れ
は
生
理
的
な
作
用
と
心
理
的
な
面
か
ら
説
明
さ
れ
、
根
本
は
色
に
よ
る
連
想
が
、
統
計

的
に
共
通
な
経
験
に
よ
る
結
果
に
も
と
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　絵
画
、
広
告
、
包
装
、
展
示
に
お
け
る
色
の
表
現
は
急
速
に
進
み
つ
つ
あ
る
が
こ
れ
ま
で
の
日
本
に
は
経
験
に
よ
る
手
さ
ぐ
り
と
模
倣
し
か
存
在
し
な

か
っ
た
。
き
ま
り
き
っ
た
色
の
つ
か
い
方
、
さ
も
な
け
れ
ば
わ
り
き
れ
な
い
む
だ
な
色
の
は
ち
あ
わ
せ
、
盲
目
的
な
多
色
性
、
そ
れ
が
大
正
、
昭
和
の
わ

れ
わ
れ
の
外
界
を
特
徴
づ
け
て
い
た
。

　し
か
し
色
彩
を
科
学
的
に
と
ら
え
れ
ば
、
と
い
う
こ
と
は
、
色
を
数
字
で
表
わ
し
、
も
の
さ
し
で
は
か
り
、
カ
ラ
ー
・
ハ
ー
モ
ニ
ー
と
、
生
理
的
な
ら

び
に
心
理
的
な
作
用
を
知
れ
ば
、
絵
画
に
お
い
て
も
商
業
美
術
に
お
い
て
も
作
者
の
創
造
力
は
著
し
く
拡
大
さ
れ
、
色
に
よ
る
表
現
が
は
じ
め
て
生
き
て

く
る
で
あ
ろ
う
。

 

（ 

稲
村
耕
雄
『
色
彩
論
』
に
よ
る 

）

注＊
印
象
派
、
未
来
派
、
立
体
派
、
構
成
主
義

・

・
・
・
・
・
・
・

そ
れ
ぞ
れ
芸
術
活
動
の
一
派
を
指
す
。

＊
タ
ブ
ロ
ー

・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

完
成
さ
れ
た
絵
画
作
品
。

－ 11 －

問
１

　
　ａ
・
ｂ
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
記
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

ａ
―
�

　ｂ
―
�

�
　意ａ

匠

　
　
　
　
　
　
　�
　稀ｂ

薄

問
２

　
　空
欄 

Ｘ

 

に
は
い
る
語
と
し
て
、
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
そ
の
記
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番

号
は 

�

ア

　応
じ
て

　
　
　
　イ

　則
し
て

　
　
　
　ウ

　対
し
て

　
　
　
　エ

　照
ら
し
て

　
　
　
　オ

　反
し
て

問
３

　
　か①

れ
は
黄
色
い
馬
車
の
か
げ
が
紫
色
に
み
え
る
こ
と
に
気
づ
き

　と
あ
る
が
、
そ
の
気
づ
き
が
ど
の
よ
う
な
表
現
を
も
た
ら
し
た
と

述
べ
て
い
る
か
、
そ
の
内
容
を
示
し
た
も
の
と
し
て
、
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
そ
の
記
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ

い
。
解
答
番
号
は 

�

ア

　空
は
「
青
」
で
土
は
「
茶
」
で
あ
る
と
い
う
、
固
有
色
か
ら
の
解
放
の
可
能
性
を
開
い
た
表
現

イ

　か
げ
に
「
紫
」
を
配
す
る
こ
と
で
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
際
立
た
せ
る
効
果
を
狙
っ
た
表
現

ウ

　「
黄
色
」
の
補
色
で
あ
る
「
紫
」
を
配
す
る
こ
と
で
、
馬
車
の
存
在
を
よ
り
際
立
た
せ
た
表
現

エ

　「
白
」
と
「
黒
」
の
写
真
に
う
つ
し
た
と
き
で
も
、
わ
ず
か
な
陰
影
が
み
て
と
れ
る
表
現

オ

　「
黄
色
」
と
「
紫
」
を
並
置
し
、
網
膜
に
よ
る
生
理
的
、
心
理
的
効
果
を
狙
っ
た
表
現

－ 12 －

問
４

　
　ま②

だ
外
界
の
色
を
写
実
的
に
画
面
に
移
す
こ
と
で
あ
っ
た

　と
あ
る
が
、
画
家
が
こ
の
状
況
を
脱
す
る
と
は
ど
の
よ
う
に
す
る
こ
と

か
、
本
文
中
か
ら
二
十
字
で
抜
き
出
し
、
は
じ
め
と
お
わ
り
の
五
字
を
記
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

�

問
５

　
　月③

並

　と
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
ば
の
意
味
に
近
い
四
字
熟
語
と
し
て
、
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
そ
の
記
号
を

マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

�

ア

　千
篇
一
律

　
　
　
　イ

　巧
言
令
色

　
　
　
　ウ

　風
光
明
媚

　
　
　
　エ

　不
易
流
行

　
　
　
　オ

　融
通
無
碍

問
６

　
　色④

の
与
え
る
効
果
が
共
通
で
あ
る
こ
と
は
商
業
美
術
に
お
い
て
大
き
な
意
義
を
も
つ

　と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
、
そ
の
理
由
を

二
十
五
字
以
内
で
記
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

�

問
７

　
　わ⑤

れ
わ
れ
は
同
じ
よ
う
な
色
彩
効
果
を
感
じ
る

　と
あ
る
が
、
こ
れ
は
色
彩
が
い
か
な
る
機
能
を
持
つ
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る

か
ら
か
、
こ
の
こ
と
を
比
喩
的
に
述
べ
て
い
る
箇
所
を
本
文
中
か
ら
五
字
以
内
で
抜
き
出
し
、
記
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

�

国語３月期
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－ 5－

問
２

　
　空
欄 

Ｘ

 

に
は
い
る
語
と
し
て
、
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
そ
の
記
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番

号
は 

3

ア

　あ
る
い
は

　
　
　
　イ

　な
ぜ
な
ら

　
　
　
　ウ

　む
し
ろ

　
　
　
　エ

　と
こ
ろ
が

　
　
　
　オ

　ま
さ
し
く

問
３

　
　昼①

に
そ
こ
を
訪
れ
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
鞍
馬
の
う
ず
桜
を
眺
め
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る

　と
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
昔
の
人
と

は
大
い
に
異
な
る
、
現
代
人
の
鞍
馬
入
山
の
目
的
を
表
し
た
他
の
表
現
を
、
本
文
中
か
ら
二
字
で
抜
き
出
し
、
記
し
な
さ
い
。
解
答
番

号
は 

4

問
４

　
　す②

ご
い

　と
あ
る
が
、
こ
の
文
脈
に
お
け
る
意
味
と
し
て
、
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
そ
の
記
号
を
マ
ー
ク
し

な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

5

ア

　感
興
を
お
ぼ
え
る

　
　
　
　イ

　し
み
じ
み
と
し
た
情
趣
を
感
じ
る

　
　
　
　ウ

　ぞ
っ
と
す
る
ほ
ど
寂
し
い

エ

　興
ざ
め
で
あ
る

　
　
　
　
　オ

　は
っ
と
気
づ
き
び
っ
く
り
す
る

－ 6－

問
５

　
　空
欄 

Ｙ

 

に
は
い
る
語
句
と
し
て
、
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
そ
の
記
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答

番
号
は 

6

ア

　自
然
の
力

　
　
　
　イ

　鬼
魅
の
力

　
　
　
　ウ

　経
験
の
力

　
　
　
　エ

　仏
道
の
力

　
　
　
　オ

　怨
念
の
力

問
６

　
　み③

だ
り
に

　の
意
味
と
し
て
、
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
そ
の
記
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

7

ア

　許
し
も
な
く
勝
手
に

　
　
　
　
　イ

　常
と
違
っ
て
大
胆
に

　
　
　
　
　ウ

　は
っ
き
り
さ
せ
ず
曖
昧
に

エ

　落
ち
着
く
ま
も
な
く

　
　
　
　
　オ

　う
わ
べ
だ
け
は
丁
寧
に

問
７

　
　こ④

の
意
識

　と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
意
識
か
、
本
文
中
の
語
句
を
用
い
て
、「
意
識
」
に
つ
な
が
る
形
で
二
十
五
字
以
内
で
説
明

し
な
さ
い
。
な
お
、「
意
識
」
は
字
数
に
含
め
な
い
。
解
答
番
号
は 

8
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問
８

　
　本
文
の
内
容
と
一
致
す
る
も
の
に
は
①
を
、
一
致
し
な
い
も
の
に
は
②
を
、
そ
れ
ぞ
れ
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

9
～
�

9
　筆
者
は
天
気
の
変
化
か
ら
受
け
た
印
象
な
ど
か
ら
、
く
ら
ま
を
暗
間
、
暗
魔
と
書
く
方
が
当
て
は
ま
る
と
思
い
、
文
字
に
こ
だ

わ
っ
て
い
る

�
　引
用
さ
れ
た
召
波
の
句
に
は
、
筆
者
が
実
際
に
見
た
四
月
の
京
の
桜
と
鞍
馬
の
う
ず
桜
の
花
の
開
き
具
合
の
違
い
が
よ
く
表
さ
れ

て
い
る

�
　魔
の
も
の
を
浄
化
、
霊
化
し
た
例
と
し
て
東
寺
の
十
禅
師
が
見
た
大
蛇
、
鑑
禎
上
人
が
見
た
女
に
似
た
鬼
魅
の
文
章
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る

�
　「
古
今
著
聞
集
」
に
書
か
れ
て
い
る
鬼
同
丸
の
話
に
は
、
当
時
は
ま
だ
、
鞍
馬
の
浄
化
が
完
全
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て

い
る

�
　く
ら
ま
を
暗
間
、
暗
魔
と
書
く
こ
と
は
筆
者
の
身
勝
手
な
想
像
か
も
し
れ
な
い
が
、
昔
の
人
々
の
抱
い
た
イ
メ
ー
ジ
と
は
適
合
す

る
よ
う
で
あ
る

問
９

　
　こ
の
文
章
の
筆
者
で
あ
る
、
遠
藤
周
作
に
関
す
る
説
明
と
し
て
、
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
そ
の
記
号
を
マ
ー
ク

し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

�

ア

　白
樺
派

　代
表
作
は
「
和
解
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　イ

　耽
美
派

　代
表
作
は
「
刺
青
」

ウ

　新
思
潮
（
新
理
知
）
派

　代
表
作
は
「
地
獄
変
」

　
　
　
　エ

　新
感
覚
派

　代
表
作
は
「
古
都
」

オ

　第
三
の
新
人

　代
表
作
は
「
沈
黙
」

－ 8－

第
二
問 

　次
の
文
章
を
読
ん
で
、 

あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
こ
の
文
章
は
一
九
六
〇
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
文
中
の
ド
ワ
ー
ヌ
、

ベ
ン
・
ニ
コ
ル
ソ
ン
、
エ
ル
バ
ン
、
ド
ロ
ー
ネ
ー
、
ア
ル
プ
、
モ
ネ
、
マ
ネ
、
ド
ラ
ク
ロ
ア
、
ス
ー
ラ
ー
、
シ
ニ
ャ
ッ
ク
、
ゴ
ー
ガ
ン
、

ゴ
ッ
ホ
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
、
ク
レ
ー
は
す
べ
て
画
家
の
名
前
で
あ
る
。
な
お
、
＊
の
付
い
た
語
に
つ
い
て
は
、
注
を
参
照
し
な
さ
い
。

　

 

―
―
色
の
解
放
は
抽
象
絵
画
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
っ
と
も
重
要
な
で
き
ご
と
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
固
有
色
に
し
ば
ら
れ
て
い
た
古
典
絵
画
は

純
粋
な
色
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
抽
象
絵
画
の
立
場
に
た
つ
画
家
に
と
っ
て
、
よ
り
あ
ざ
や
か
な
色
ほ
ど
、
よ
り
表
現
力
を
も
つ
し
、

色
は
人
間
の
肉
体
に
も
、
心
理
に
も
直
接
に
働
き
か
け
る
。

　ド
ワ
ー
ヌ
は
こ
の
よ
う
に
語
り
、
さ
ら
に
黄
色
は
前
進
し
、
青
は
後
退
す
る
色
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
れ
で
二
次
元
の
絵
に
三
次
元
を
模
倣

さ
せ
よ
う
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
色
の
物
理
学
と
視
覚
の
生
理
学
に
関
す
る
自
然
法
則
の
効
果
、
そ
れ
が
ね
ら
い
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
ベ
ン
・
ニ
コ

ル
ソ
ン
も
色
と
形
の
解
放
は
抽
象
絵
画
に
よ
っ
て
な
し
と
げ
ら
れ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
か
れ
ら
の
作
品
で
は
色
が
主
要
な
重
さ
を
持
ち
、
色
彩
学
の
色

刷
よ
り
も
雄
弁
に
色
の
表
現
力
を
教
え
て
く
れ
る
。
エ
ル
バ
ン
、
ド
ロ
ー
ネ
ー
、
ア
ル
プ
の
非
具
象
画
は
、
い
わ
ゆ
る
絵
画
よ
り
も
色
彩
の
心
理
的
な
ら

び
に
生
理
的
作
用
を
は
っ
き
り
感
じ
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。

　印＊

象
派
、
未
来
派
、
立
体
派
、
構
成
主
義
を
経
て
登
場
し
た
抽
象
絵
画
こ
そ
現
代
に
お
け
る
色
彩
の
純
正
研
究
と
い
え
る
。
こ
れ
に 

Ｘ

 

そ

の
応
用
は
、
商
業
美
術
で
あ
り
、
室
内
の
色
彩
計
画
で
あ
り
、
ま
た
工
業
意ａ
匠
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
ら
の
仕
事
を
す
る
コ
ン
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
、
イ
ン
テ
ィ
ア
リ
ア
ー
・
ス
タ
イ
リ
ス
ト
、
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
デ
ィ
ザ
イ
ナ
ー
の
研
究
は
逆
に
抽
象
絵
画
の
形
を
と
る
こ
と
に
な
る
。

　十
九
世
紀
ま
で
の
古
典
絵
画
の
色
は
固
有
色
で
し
ば
ら
れ
て
い
た
。
子
供
の
ぬ
り
え
の
よ
う
に
空
は
青
く
、
葉
は
み
ど
り
に
、
土
は
茶
色
、
顔
は
肌

色
、
唇
は
赤
い
、
こ
の
公
式
を
は
ず
し
た
絵
は
例
外
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
光
と
色
、
照
明
に
よ
っ
て
変
化
す
る
色
彩
の
関
係
を
把
握
し
て
、
こ
の
固
有

色
を
脱
却
し
、
ゆ
た
か
な
色
彩
の
交
響
楽
を
タ＊

ブ
ロ
ー
に
し
た
の
は
印
象
派
の
画
家
た
ち
、
モ
ネ
、
マ
ネ
の
仕
事
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
い
え
よ
う
。

３　
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第
一
問

　次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
な
お
、
＊
印
の
付
い
た
語
等
に
つ
い
て
は
、
注
を
参
照
し
な
さ
い
。

　く
ら
ま
寺
は
普
通
、
鞍＊

馬
寺
と
書
く
。

　最
初
か
ら
私
は
こ
の
文
字
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
。
私
の
頭
に
は
、
く
ら
ま
は
暗く

ら

山や
ま

を
縮
め
て
く
ら
ま

0

0

0

か
、
暗
間
、
も
し
く
は
暗
魔
と
い
う
こ
の
三
つ
の

文
字
が
ど
う
し
て
も
浮
か
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　そ
れ
は
京
か
ら
鞍
馬
の
方
角
を
望
む
時
、
こ
ち
ら
側
は
晴
れ
て
い
る
の
に
、
そ
の
方
角
の
山
々
は
な
ぜ
か
暗
い
雲
に
覆
わ
れ
て
い
る
の
を
、
し
ば
し
ば

私
が
経
験
し
た
せ
い
か
も
し
れ
ぬ
。

Ｘ

 

鞍
馬
や
貴＊

船
の
雨
を
逃
れ
て
京
に
入
る
と
、
途
端
に
そ
の
雨
の
気
配
は
な
く
、
あ
か
る
い
陽
ざ
し
に
驚

い
た
こ
と
が
あ
っ
た
た
め
か
も
し
れ
ぬ
。

　だ
が
く
ら
ま
を
暗
山
、
暗
間
、
暗
魔
と
書
い
た
文
献
を
今
度
、
調
べ
て
み
た
が
何
処
に
も
な
い
。

　
　
　
　（

中
略
）

　私
は
こ
の
四
月
、
京
都
が
花
に
埋
れ
て
い
る
季
節
に
昼
と
夜
、
鞍
馬
を
訪
れ
て
み
た
。
昼①

に
そ
こ
を
訪
れ
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
鞍
馬
の
う
ず
桜
を
眺
め

た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
京
に
く
ら
べ
て
鞍
馬
の
桜
は
遅
い
。

　
　
　ゆ

く
春
の

　と
ど
ま
る
処

　遅
桜

　
　
　
　
　
　召

波

　そ
の
句
の
通
り
、
京
は
満
開
だ
と
い
う
の
に
、
両
側
の
山
々
に
み
え
る
桜
は
ま
だ
五
分
咲
き
で
も
な
い
。
訪
れ
る
人
も
そ
れ
ほ
ど
い
な
い
。
私
は
鞍
馬

寺
を
超
え
て
更
に
芹

せ
り
ょ
う生

の
里
ま
で
行
こ
う
と
山
を
の
ぼ
っ
た
が
、
深
閑
と
し
て
人
影
一
人
み
え
な
か
っ
た
。

　そ
の
夜
、
も
う
一
度
、
車
を
鞍
馬
街
道
に
走
ら
せ
て
み
た
。
昼
と
は
ち
が
っ
て
、
た
だ
左
右
に
屹ａ
立
す
る
山
と
、
そ
の
山
の
上
に
す②

ご
い
半
月
が
み
え

る
だ
け
で
、
時
々
、
鳥
が
鋭
く
鳴
く
の
が
聞
え
る
。
文
字
通
り
暗
間
で
あ
り
、
そ
の
暗
間
の
な
か
に
な
に
か
魔
的
な
も
の
が
そ
の
山
々
に
ひ
そ
ん
で
い
る

よ
う
な
気
さ
え
し
た
。

　現
代
人
の
私
で
さ
え
、
夜
、
鞍
馬
に
何
か
魔
的
な
も
の
が
ひ
そ
ん
で
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
遠
い
昔
、
こ
の
鞍
馬
の
夜
を
知
っ
て
い

－ 2－

る
人
々
は
恐
怖
と
怯ｂ
え
と
を
感
じ
な
か
っ
た
筈
は
な
い
。
一
方
で
は
鞍
馬
の
山
々
は
「
霊
山
」
と
書
き
な
が
ら
、
他
方
、
こ
こ
に
怖

お
そ
ろ

し
い
お
ぞ
ま
し
い
も

の
の
出
現
を
語
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
人
々
の
気
持
は
わ
か
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

　
　
　寛＊

平
年
中
に
東
寺
の
十
禅
師
、
本
寺
に
お
い
て
常
に
紫
雲
の
山
、
北
に
そ
び
え
た
る
を
見
て
…
…
此
の
寺
に
至
る
…
…
日
中
の
勤
行
の
時
、
山
北

　
　よ

り
大
蛇
匍ほ

伏ふ
く

し
て
頭
を
も
た
げ
、
舌
を
出
す
。
舌
な
が
き
こ
と
三
尺
ば
か
り
、
火

を
ひ
る
が
へ
す
如
し
。
目
に
千
光
あ
り
、
朝
日
に
向
ふ
ご
と
し
。

　
　頻

し
き
り

に
毒
熱
を
吐
い
て
、
峰
延
を
呑
ま
ん
と
す
（
鞍
馬
蓋
寺
縁
起
）

　ま
た
先＊

に
引
用
し
た
鑑が

ん

禎て
い

上
人
が
は
じ
め
て
こ
の
山
に
の
ぼ
っ
た
夜
、
鬼＊

魅
を
見
た
こ
と
が
「
鞍
馬
蓋
寺
縁
起
」
に
も
語
ら
れ
て
い
る
。

　
　

 

　形＊

は
婦
女
に
類
し
、
髪
は
夜
叉
の
如
し
。
眼
は
電
光
を
耀よ

う

し
、
口
に
は
毒
気
を
吐
く
。
上
人
、
驚
怖
し
て
持
つ
と
こ
ろ
の
錫

し
ゃ
く

杖ぢ
ゃ
うを

以
て
、
其
の
鉾

を
猛
火
に
焼
き
て
、
直た

だ

ち
に
鬼
の
胸
を
刺
す
に
、
鬼
傾
動
せ
ず
、
錫
杖
を
か
み
く
だ
く
事
、
雪
に
湯
を
な
ぐ
る
が
ご
と
く
に
し
て
、
須し

ゅ

臾ゆ

に
呑
み
畢

お
わ
り
ぬ。

上
人
こ
れ
を
見
て
、
色
死
灰
の
如
し
。
迷
悶
躃

び
ゃ
く

地じ

し
て
、
西
谷
の
朽
ち
木
の
下
に
逃
げ
隠
れ
ぬ
。
鬼
魅
追
求
し
て
、
既
に
噉た

ん

食し
ょ
くせ

ん
と
す
。
其
の
時

に
上
人
深
く
一
心
を
凝
ら
し
泣
き
て
三
宝
を
念
ず
、
爰こ

こ

に
朽
ち
木
仆た

お

れ
て
忽

た
ち
ま
ちに

鬼
魅
を
押
し
こ
ろ
す

　鞍
馬
は
は
じ
め
か
ら
霊
山
だ
っ
た
の
で
は
な
い
。
こ
の
二
つ
の
文
章
を
読
む
と
、
鞍
馬
は
異
形
な
も
の
、
怖
し
い
も
の
、
魔
の
も
の
が
住
む
場
所
で
あ

り
、
後
に
そ
の
魔
の
地
を 

Ｙ

 

で
霊
山
に
変
え
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
く
ら
ま
は
も
と
も
と
暗
間
で
あ
り
闇
で
あ
り
、
魔
の
ひ
そ
む
暗

魔
だ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
ら
の
文
章
か
ら
ほ
の
か
に
想
像
で
き
る
の
で
あ
る
。

　京
か
ら
望
む
鞍
馬
方
面
は
今
こ
そ
我
々
に
は
鞍
馬
寺
や
貴
船
神
社
の
あ
る
場
所
で
あ
り
、
ま
た
桜
、
新
緑
、
紅
葉
の
折
に
遊
び
に
い
け
る
ハ
イ
キ
ン
グ

コ
ー
ス
だ
が
、
ふ
る
い
昔
は
そ
の
よ
う
な
場
所
で
は
な
か
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
は
人
間
が
め
っ
た
に
住
め
る
場
所
で
は
な
く
、
人
間
が
み③

だ
り
に
足
を
踏
み

入
れ
ら
れ
ぬ
山
で
あ
り
、
も
し
そ
こ
に
足
を
入
れ
る
な
ら
ば
、
あ
る
危
険
が
起
る
よ
う
な
地
域
―
―
そ
ん
な
気
持
を
人
々
に
与
え
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

　こ
の
意
識
は
鞍
馬
寺
が
建
て
ら
れ
、
そ
れ
以
前
か
ら
あ
っ
た
貴
船
神
社
と
共
に
こ
の
山
の
魔
的
な
も
の
を
浄
化
、
霊
化
し
た
あ
と
も
、
人
々
の
心
に
漠

然
と
し
て
残
っ
た
。
そ
れ
は
後
に
鞍
馬
に
ふ
れ
た
文
章
を
読
む
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

　た
と
え
ば
「
古
今
著
聞
集
」
に
書
か
れ
て
い
る
源
頼
光
が
弟
の
頼
信
の
童
、
鬼
同
丸
を
誅＊

し
た
話
で
あ
る
。
鬼
同
丸
は
頼
信
の
罰
を
受
け
て
縛
ら
れ
て

－ 3－

い
た
が
逃
れ
て
鞍
馬
に
か
く
れ
る
。

　
　

 

　鬼
同
丸
、
く
ら
ま
の
か
た
へ
向
き
て
、
一
原
野
の
辺
に
て
、
便
宜
の
処
を
も
と
む
る
に
、
立
ち
隠
る
べ
き
所
な
し
。
野
飼
の
牛
の
あ
ま
た
あ
り
け

る
中
に
、
こ
と
に
大
き
な
る
を
殺
し
て
、
路
頭
に
引
き
ふ
せ
て
、
牛
の
腹
を
か
き
破
り
て
、
そ
の
中
に
入
り
て
、
目
ば
か
り
見
出
し
て
侍
り
け
り
。

　こ
の
「
古
今
著
聞
集
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
我
々
は
二
つ
の
こ
と
が
推
量
で
き
る
。
ひ
と
つ
は
鬼
同
丸
の
よ
う
な
罪
人
が
京
か
ら
逃
げ
か
く
れ
る
に
は
、

鞍
馬
が
絶
好
の
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
地
は
都
に
恨
み
を
持
っ
た
者
の
恨
み
が
こ
め
ら
れ
た
場
所
で
も
あ
る
こ
と
―
―
こ
の
二
つ
の
意
識
が

「
古
今
著
聞
集
」
の
な
か
に
ま
だ
投
影
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
こ
の
時
代
、
鞍
馬
は
鬼
魅
や
大
蛇
が
人
間
を
襲
う
暗
黒
の
地
で
は
な
く
な
っ
た

が
、
そ
の
か
わ
り
恨
み
を
持
っ
た
人
間
が
ひ
そ
み
、
か
く
れ
る
に
適
し
た
土
地
に
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
。
そ
こ
は
ま
だ
ま
だ
常
人
が
た
や
す
く
は
足
を
踏

み
入
れ
ら
れ
ぬ
場
所
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　こ④

の
意
識
が
尾
を
引
い
て
い
る
の
が
言
う
ま
で
も
な
く
、
例
の
牛
若
丸
の
鞍
馬
修
行
の
物
語
で
あ
ろ
う
。
平
家
の
た
め
父
を
殺
さ
れ
た
牛
若
丸
が
鞍
馬

寺
の
東
光
坊
、＊
阿あ

闍じ
ゃ

梨り

覚か
く

日に
ち

の
弟
子
と
な
り
、
僧＊

正
ヶ
谷
で
天
狗
を
相
手
に
兵
法
を
習
う
有
名
な
話
に
も
、
先
ほ
ど
私
が
ふ
れ
た
二
つ
の
意
識
、
京
に
恨

み
を
持
っ
た
者
が
ひ
そ
み
か
く
れ
る
鞍
馬
、
そ
の
恨
み
の
こ
も
っ
た
鞍
馬
の
イ
メ
ー
ジ
が
共
に
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　こ
う
考
え
て
み
る
と
、
く
ら
ま
は
そ
れ
が
私
の
身
勝
手
な
大
胆
な
想
像
で
あ
っ
て
も
、
暗
間
、
暗
魔
と
い
う
字
を
あ
て
る
ほ
う
が
鞍
馬
と
書
く
よ
り
は
、

昔
の
人
々
が
こ
の
地
に
抱
い
た
イ
メ
ー
ジ
に
む
し
ろ
、
ぴ
っ
た
り
当
て
は
ま
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

 

（ 

遠
藤
周
作
「
く
ら
ま
の
光
り
」
に
よ
る 

）

－ 4－

注＊
鞍
馬
寺

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

京
都
市
北
方
を
守
護
す
る
寺
。
鞍
馬
山
に
あ
る
。

＊
貴
船

・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

東
の
鞍
馬
山
と
対
す
る
貴
船
山
の
ふ
も
と
の
地
名
。
狭
義
で
は
貴
船
神
社
を
指
す
。

＊
寛
平
年
中
に

・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・�（
引
用
文
の
大
意
）
寛
平
の
頃
、
東
寺
の
十
禅
師
が
鞍
馬
寺
を
訪
れ
、
読
経
を
し
て
い
る
と
き
に
、
山
の
北
方
か
ら
舌
の
長
い
大
蛇
が
現
れ
、

そ
こ
に
い
た
峰
延
を
呑
み
込
も
う
と
し
た
。

＊
先
に
引
用
し
た

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

一
ペ
ー
ジ
の（
中
略
）部
分
で「
鞍
馬
寺
縁
起
」を
引
き
、
鑑
禎
上
人
が
鞍
馬
山
に
登
っ
た
逸
話
に
触
れ
て
い
る
。

＊
鬼
魅

・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

鬼
や
化
け
物
、
妖
怪
変
化
。

＊
形
は
婦
女
に
類
し

・

・
・
・
・
・
・
・
・
・ （
引
用
文
の
大
意
）女
の
よ
う
な
姿
な
が
ら
、
異
形
の
鬼
魅
を
見
た
上
人
は
、
恐
怖
の
あ
ま
り
持
っ
て
い
た
錫
杖（
僧
の
持
つ
杖
）の
先
を

焼
い
て
胸
を
刺
し
た
が
、
鬼
魅
は
瞬
く
間
に
杖
を
か
み
砕
い
て
し
ま
っ
た
。
上
人
は
西
谷
の
朽
ち
木
の
下
に
逃
げ
隠
れ
、
泣
き
な
が
ら

一
心
に
三
宝（
仏
法
僧
）を
念
じ
た
と
こ
ろ
、
朽
ち
木
が
倒
れ
て
鬼
魅
を
押
し
殺
し
た
。

＊
誅
し
た

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

罪
の
あ
る
者
や
悪
人
を
殺
し
た
。

＊
阿あ

闍じ
ゃ

梨り

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

模
範
と
な
る
べ
き
高
僧
。

＊
僧
正
ヶ
谷

・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

鞍
馬
山
の
北
西
側
に
あ
る
谷
。

問
１

　
　ａ
・
ｂ
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
記
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

ａ
―
1
　ｂ
―
2

1
　屹ａ

立

　
　
　
　
　
　
　2
　怯ｂ

え
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