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2024（令和 6）年度　福岡女子大学　一般選抜個別学力検査

注意事項

１　試験開始の合図があるまで，この問題冊子の中を見てはいけません。

２　問題は 4ページから ２１ ページにあります。問題は全部で３題です。

３　解答用紙には裏にも解答欄があります。

4　�試験中に問題冊子の印刷不鮮明，ページの落丁・乱丁および解答用紙の

汚れ等に気づいた場合は，手を挙げて監督者に知らせてください。

５　試験開始と同時に解答用紙の受験番号欄に受験番号を記入してください。

６　試験終了後，問題冊子は持ち帰ってください。

〔 前期日程試験問題 〕

【 90 分 】

国　語
国際教養学科
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問
題
一　

次
の
文
章
は
、
外
出
を
予
定
し
て
い
た
朝
に
、
ひ
ど
い
雨
空
な
の
を
見
上
げ
て
「
い
や
は
や
、
な
ん
て
好
い
天
気
な
ん
だ
」
と
口
に
し
た

例
を
筆
者
が
示
し
て
、
言
葉
に
お
け
る
「
ア
イ
ロ
ニ
ー
」
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

い
っ
た
い
ア
イ
ロ
ニ
ー
は
、
皮
肉
（sarcasm

）、
パ
ロ
デ
ィ（parody

）、
茶
化
し
（m

ock

）、
婉
曲
語
法
（euphem

ism

）、
あ
て
こ
す
り

（insinuation

）、
逆
説
（paradox

）
な
ど
と
、
ど
こ
が
ど
う
違
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
語
に
は
こ
の
よ
う
に
横
文
字
を
そ
え
た
け
れ
ど
、

こ
の
対
応
そ
の
も
の
に
も
問
題
は
残
っ
て
い
る
（
た
と
え
ば
、「
あ
て
こ
す
り
」
はhint

で
い
い
か
も
し
れ
な
い
し
、glance

と
い
っ
た
口
語
的

な
表
現
も
あ
る
）。
お
ま
け
に
、
東
西
の
文
化
の
違
い
が
、
い
っ
そ
う
事
態
を
複
雑
に
す
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
懐
疑
主
義
、
悲
観
主
義
、「
非
人

情
」［
夏
目
漱
石
『
草
枕
』］、
は
て
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
な
ど
と
、
ど
こ
ま
で
重
な
り
合
う
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
複
雑
多
岐
な
姿
で
記
号
空
間
を
ゆ
き
か
う
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
、
手
の
な
か
か
ら
す
べ
り
逃
れ
て
し
ま
う
捉
え
が
た
さ
と
も
ど
も
、
捉

え
て
見
せ
る
こ
と
。
こ
の
こ
と
こ
そ
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
理
論
に
つ
き
つ
け
ら
れ
た
第
一
の
ヨ
ウ
セ
イ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
場
合
と
る
べ
き

方
法
は
、
デ
カ
ル
ト
や
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
い
っ
た
よ
う
に
、
問
題
の
曖
昧
な
部
分
と
判
明
な
部
分
を
ふ
る
い
に
か
け
て
分
離
し
、
判
明
な
部
分
と

し
て
残
っ
た
も
の
を
単
純
な
構
成
へ
作
り
直
す
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
も
し
こ
の
仕
事
が
成
就
を
見
た
な
ら
、
今
度
は
、
除
外
さ
れ
た
部
分
を
こ

の
構
成
と
ど
の
よ
う
に
組
合
わ
せ
る
こ
と
が
可
能
か
を
試
し
て
み
る
こ
と
だ
。
具
体
的
に
い
う
と
、
人
び
と
の
間
で
お
よ
そ
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
た
て

る
あ
ら
ゆ
る
響
き
に
、
い
っ
た
ん
耳
を
ふ
さ
ぐ
こ
と
か
ら
考
察
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
も
、
し
か
し
そ
の
音
響
は
つ
ね
に
潮

騒
の
よ
う
な
さ
ざ
め
き
を
や
め
な
い
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
耳
を
澄
ま
し
て
も
っ
ぱ
ら
あ
る
形
を
し
た
波
だ
け
を
聴
こ
う
。
問
題
は
〈
言
葉
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
〉（
表
現
の
バ
イ
タ
イ
が
言
語
で
あ

①
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る
よ
う
な
ア
イ
ロ
ニ
ー
）、
そ
れ
も
ご
く
単
純
な
談
話
の
断
片
―
―
た
と
え
ば
、
前
に
あ
げ
た
、
外
出
の
気
勢
を
そ
が
れ
た
者
の
「
い
や
は
や
、

な
ん
て
好
い
天
気
な
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
ば
―
―
で
あ
る
。
こ
の
種
の
表
現
が
ア
イ
ロ
ニ
ー
で
あ
る
点
は
、
直
観
に
て
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
目
標
が
決
ま
る
と
と
も
に
、
わ
れ
わ
れ
の
問
題
も
は
っ
き
り
す
る
。
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
要
因
が
、
こ
の
種
の
小
規
模
な
、
記
述
や

そ
の
他
の
扱
い
に
む
い
た
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
構
成
す
る
の
か
。
さ
し
あ
た
り
取
り
組
む
べ
き
課
題
は
、
こ
の
点
を
突
き
と
め
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
文
献
（
す
べ
て
と
は
い
い
か
ね
る
が
）
に
当
た
っ
た
印
象
で
は
、
こ
こ
で
い
う
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
か
ん
し
て
、
従
来
二
つ
の
説
が
な

さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
あ
り
て
い
を
い
え
ば
、「
理
論
」
と
呼
べ
る
ほ
ど
の
ま
と
ま
っ
た
説
を
差
し
だ
し
て
い
る
著
者
は
あ
ま
り
に
も
少
な
い
。

そ
の
な
か
で
も
辛
う
じ
て
検
討
に
耐
え
る
と
お
ぼ
し
き
理
論
は
、
す
な
わ
ち
〈
擬
態
説
〉
と
〈
反
響
説
〉
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
二
つ
の

説
の
紹
介
と
解
説
を
で
き
る
だ
け
簡
潔
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
結
論
を
急
ぐ
わ
け
で
は
な
い
が
、
多
く
の
点
で
反
響
説
の
ほ
う
が
す

ぐ
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
反
響
説
の
可
能
性
を
せ
い
ぜ
い
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
そ
れ
に
欠
け
た
部
面
、

と
い
う
よ
り
、
そ
の
主
唱
者
に
よ
っ
て
あ
か
ら
さ
ま
に
気
づ
か
れ
て
い
な
い
理
論
的
含
意
を
補
う
仕
事
に
エ
イ
イ
あ
た
り
た
い
。
そ
の
あ
と
に
は
、

以
上
で
得
ら
れ
た
成
果
を
記
号
論
一
般
の
次
元
か
ら
見
直
し
て
み
る
こ
と
、
言
葉
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
以
外
の
場
面
へ
観
察
の
成
果
を
拡
張
し
て
み
る

こ
と
な
ど
、
多
く
の
仕
事
が
控
え
て
い
る
。

擬
態
説

ア
イ
ロ
ニ
ー
を
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
あ
る
発
言
を
真
面
目
く
さ
っ
て
語
る
人
物
を
演
じ
る
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
発
言
が

実
は
ア
イ
ロ
ニ
ー
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
ぬ
ふ
り

0

0

、
な
い
し
擬
態

0

0

を
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
語
源
が
事
の
真
相
を
物
語
っ

④
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て
い
る
。「
ア
イ
ロ
ニ
ー
」
の
も
と
に
な
っ
た
ギ
リ
シ
ア
語
の
「
エ
イ
ロ
ー
ネ
イ
ア
」（eirōneia

）
は
、
わ
ざ
と
無
知
を
よ
そ
お
う
こ
と
、
自
分

の
ほ
ん
と
う
の
姿
を
イ
ツ
ワ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
グ
ラ
イ
ス
は
語
源
を
踏
ま
え
て
い
う
、「
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
わ

け
て
も
（
そ
の
語
源
が
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
）
ふ
り
を
す
る
こ
と
（to�pretend

）
で
あ
る
。
人
は
こ
の
ふ
り
を
そ
の
ま
ま
他
人
に
認
知
さ
せ

よ
う
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
公
に
口
に
す
る
な
ら
ば
、
効
果
が
ぶ
ち
こ
わ
し
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
。

擬
態
の
構
造
を
も
っ
と
詳
し
く
見
る
必
要
が
あ
る
。
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
発
言
の
場
に
登
場
す
る
の
は
、
単
に
一
人
の
人
格
で
は
な
い
。
お
も
て
む

き
の
字
義
的
発
言
に
責
を
負
う
べ
き
人
物
が
い
る
。
デ
ュ
ク
ロ
に
従
っ
て
そ
の
人
を
「
話
者
」（locuteur

）
と
呼
ぼ
う
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、

そ
の
人
の
こ
と
ば
が
擬
態
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
話
者
の
こ
と
ば
は
、
思
慮
が
た
り
な
い
か
、
事
実
に
反
す
る
か
、
な
ん

ら
か
の
意
味
で
ケ
イ
ベ
ツ
や
批
判
の
的
で
し
か
な
い
か
ら
だ
。

ひ
と
つ
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
こ
の
話
者
が
虚
構
の
世
界
に
し
か
住
ま
な
い
人
物
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

話
し
手
が
ふ
り
を
す
る
の
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
王
子
ハ
ム
レ
ッ
ト
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
お
も
て
む
き
の
発
言
と
は
別
に
意
図
さ
れ

た
真
の
発
言
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
発
言
に
責
任
を
負
う
も
う
一
人
の
人
格
、
す
な
わ
ち
「
発
言
者
」（énonciateur

）
が
い

る
の
で
あ
る
。

ア
イ
ロ
ニ
ス
ト
が
二
重
人
格
で
あ
る
の
に
対
応
し
て
、
聞
き
手
の
側
も
二
人
の
人
格
に
分
裂
す
る
。
一
方
に
、
話
者
が
語
り
か
け
て
い
る
聞
き

手
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
。
彼
は
字
義
的
発
言
を
無
邪
気
に
信
じ
て
い
る
か
ぎ
り
で
、
事
情
に
通
じ
な
い
無
知
な
聴
衆
の
一
員
で
あ
る
。
た
だ
し
、

現
実
に
そ
う
し
た
聴
衆
が
い
る
か
、
そ
れ
と
も
想
像
裡
に
し
か
い
な
い
か
は
、
こ
の
際
問
題
で
は
な
い
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
劇
中
の
俳
優
が
た

だ
一
人
カ
ー
テ
ン
を
背
に
演
説
を
　

（
ａ
）
　

場
面
で
、
聴
衆
が
舞
台
に
登
場
し
て
い
な
く
て
も
い
い
の
と
お
な
じ
で
あ
る
。
ま
た
他
方
、
発
言

0

0

⑤

⑥
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者0

の
こ
と
ば
を
聞
き
と
ど
け
る
役
目
に
あ
た
る
聞
き
手
が
存
在
す
る
。
彼
は
話
者
の
思
慮
の
な
さ
も
、
聴
衆
の
無
知
も
、
発
言
者
の
彼
ら
に
対
す

る
態
度
も
、
す
べ
て
を
見
通
し
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
場
合
、
前
と
は
ち
が
っ
て
、
彼
の
存
在
は
現
実
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。
で
な
い

と
、
せ
っ
か
く
企
て
ら
れ
た
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
流
産
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

一
例
に
即
し
て
擬
態
説
を
確
か
め
て
お
く
。「
や
れ
や
れ
、
な
ん
て
好
い
天
気
な
ん
だ
」
の
話
者
と
は
誰
か
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
自
信
あ
り
気

に
、
す
く
な
く
と
も
平
然
と
「
当
日
は
好
い
天
気
で
し
ょ
う
」
と
述
べ
、
い
ま
も
っ
て
そ
の
発
言
を
撤
回
し
て
い
な
い
天
気
予
報
担
当
者
で
あ
る

（
も
っ
と
も
お
な
じ
み
な
の
は
、
テ
レ
ビ
の
画
面
で
天
気
図
を
背
景
に
公
言
す
る
「
お
天
気
キ
ャ
ス
タ
ー
」
で
あ
ろ
う
）。
ア
イ
ロ
ニ
ス
ト
は
そ
う

し
た
人
物
の
擬
態
を
演
じ
て
い
る
の
だ
。
さ
て
、
話
者
の
こ
と
ば
に
う
な
ず
く
途
方
も
な
く
無
知
な
聴
衆
が
い
る
。
そ
し
て
、
ア
イ
ロ
ニ
ス
ト
の

仮
面
に
隠
れ
た
　

（
あ
）
　

は
、
こ
う
し
た
愚
か
な
主
張
を
公
に
す
る
　

（
い
）
　

や
そ
れ
に
聞
き
従
う
聴
衆
を
嗤わ
ら

う
の
で
あ
る
。
発
言
者
は�

こ
の
企
て
を
実
地
に
移
す
さ
い
、
自
分
の
意
図
を
キ
ャ
ッ
チ
し
て
く
れ
る
、
事
情
に
通
じ
た
聞
き
手
を
お
お
い
に
当
て
に
し
て
い
る
。
な
ぜ
か
は

い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
聞
き
手
が
た
だ
し
く
意
図
を
受
け
と
め
て
く
れ
な
け
れ
ば
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
は
実
ら
な
い
か
ら
だ
。
思
慮
の
あ
る
聞
き
手

は
是
が
非
で
も
現
実
に
存
在
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。

反
響
説

前
に
示
し
た
説
に
比
べ
、
反
響
説
は
は
る
か
に
単
純
な
構
成
し
か
そ
な
え
て
い
な
い
。
こ
の
説
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
は
人
の
こ
と
ば

の
お
う
む
返
し
を
構
成
要
因
と
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、「
お
う
む
返
し
」
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
反
響
説
を
理
解
す
る
た
め
に
は
こ
の

点
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑦
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形
態
素
や
語
や
文
と
い
っ
た
言
語
単
位
が
現
実
に
生
じ
る
仕
方
を
、
論
理
学
の
や
り
方
に
な
ら
っ
て
、〈
使
用
〉
と
〈
言
及
〉
に
区
別
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
と
え
ば
「
太
郎
は
小
学
生
だ
」
と
い
う
発
言
と
「
太
郎
は
二
文
字
の
名
だ
」
と
い
う
発
言
と
を
比
較
す
る
と
、
同
じ
実
質
―
―
同

じ
デ
ザ
イ
ン
や
同
じ
音
声
―
―
を
そ
な
え
た
「
太
郎
」
と
い
う
二
つ
の
語
が
出
現
し
て
い
る
。
だ
が
、
は
じ
め
の
文
で
は
問
題
の
語
は
あ
る
人
物

を
指
示
す
る
代
名
詞
と
し
て
「
使
用
さ
れ
て
」
い
る
の
で
あ
り
、
後
の
文
で
は
も
う
そ
の
語
は
語
の
外
部
の
対
象
を
さ
す
働
き
を
失
い
、「
二
郎
」

で
も
「
正
夫
」
で
も
な
い
特
定
の
人
名
（
厳
密
に
い
え
ば
、
音
声
や
図
形
）
の
資
格
で
現
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
あ
と
の
場

合
、
そ
の
語
は
、
指
示
機
能
を
と
も
な
う
代
名
詞
の
名
―
―
言
語
単
位
に
つ
い
て
「
言
及
す
る
」
も
う
ひ
と
つ
の
言
語
単
位
―
―
に
ガ
イ
ト
ウ
す

る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
区
別
を
絶
対
的
に
設
定
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
整
理
に
は
重
大
な
問
題
が
潜
ん
で
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
あ
る
言
語
単
位
を
使
用
す
る
こ
と
か
ら
そ
の
単
位
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
を
区
別
で
き
る

0

0

0

0

0

こ
と
、
こ
れ
は
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
い
ま

問
題
は
言
及
で
あ
る
。
ス
ペ
ル
ベ
ル
ら
の
反
響
説
に
よ
る
と
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
は
他
人
の
発
言
に
言
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
発
言
に

対
し
話
し
手
が
抱
く
態
度
を
表
示
す
る
記
号
装
置
で
あ
る
。
も
う
少
し
詳
し
く
こ
の
説
の
な
か
み
を
見
て
み
よ
う
。

ア
イ
ロ
ニ
ー
を
構
成
す
る
の
は
、
あ
る
発
言
を
お
う
む
返
し
に
反
復
す
る
と
い
う
タ
イ
プ
の
言
及
、
す
な
わ
ち
こ
の
説
の
命
名
の
由
来
と
も
な

っ
た
「
反
響
言
及
」（echoic�m

ention

）
で
あ
る
。
正
確
を
キ
し
て
い
う
と
、
反
響
は
必
ず
し
も
発
言
ど
お
り
で
な
く
と
も
か
ま
わ
な
い
。
お

天
気
キ
ャ
ス
タ
ー
が
実
際
は
「
明
日
は
晴
れ
る

0

0

0

で
し
ょ
う
」
と
語
っ
た
と
す
る
。
ア
イ
ロ
ニ
ス
ト
の
「
な
ん
て
好
い
天
気

0

0

0

0

だ
ろ
う
」
と
い
う
発
言

が
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
十
分
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
事
実
上
の
発
言
と
同
義
な
、
す
な
わ
ち
も
と
の
発
言
の
言
い
換
え

に
相
当
す
る
発
言
が
繰
り
返
さ
れ
る
だ
け
で
も
か
ま
わ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ゆ
え
正
確
に
い
う
と
、
発
言

0

0

の
反
響
と
い
う
よ
り
、
発
言
の

⑧

⑨
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「
意
味
」
も
し
く
は
そ
れ
が
担
う
「
命
題
」
の
反
響
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

反
響
に
か
ん
す
る
ス
ペ
ル
ベ
ル
ら
の
観
察
に
、「
反
響
の
量
と
質
」
と
い
う
観
点
か
ら
整
理
を
ほ
ど
こ
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
反
響
は
量0

的0

に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
発
言
全
部
を
お
う
む
返
し
式
に
繰
り
返
す
場
合
か
ら
、
そ
の
大
部
分
を
、
あ
る
い
は
か
な
り
な
部
分
や
ほ
ん
の
一
部
を
、

さ
ら
に
極
端
な
場
合
は
、
単
に
一
語
だ
け
を
繰
り
返
す
に
す
ぎ
な
い
場
合
ま
で
、
い
ろ
い
ろ
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、

ふ
る
さ
と
の
訛
り
な
く
せ
し
友
と
い
て
モ
カ
珈
琲
は
か
く
ま
で
に
が
し　
　
　
　
　
　
　
　
（
寺
山
修
司
）

に
は
、
あ
き
ら
か
に
啄
木
の
歌
が
反
響
し
て
い
る
。
明
治
の
歌
人
が
望
郷
の
思
い
を
す
な
お
に
詠
ん
で
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
昭
和
の
歌
人

（
あ
る
い
は
、
詠
み
手
と
し
て
の
「
発
言
者
」）
は
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
で
聞
き
耳
を
　

（
ｂ
）
　

歌
人
の
仕
草
に
感
傷
を
見
出
し
、
彼
を
ア
イ
ロ
ニ

カ
ル
に
突
き
放
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
眼
の
ま
え
に
東
京
の
風
に
染
ま
っ
た
、
あ
る
い
は
染
ま
っ
た
ふ
り
を
す
る
友
を
見
た
と
き
、
詩
人
の
思
い

は
屈
折
す
る
。
禁
断
の
故
郷
を
「
な
つ
か
し
」
と
す
る
思
い
に
、
彼
は
苦
い
も
の
を
飲
み
く
だ
す
の
だ
（
ち
な
み
に
、
こ
の
事
例
に
お
い
て
、

「
擬
態
説
」
の
理
論
的
要
因
で
あ
る
「
発
言
者
」
を
想
定
す
る
余
地
が
あ
る
の
は
、
短
歌
を
詠
む
行
為
が
、
そ
れ
自
体
虚
構
的
営
み
か
も
し
れ
な

い
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
歌
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
可
能
性
が
多
分
に
あ
る
）。
こ
う
し
た
一
通
り
で
は
な
い
歌
の
た
た
ず
ま
い

が
、
こ
と
ば
の
片
端
を
反
復
す
る
だ
け
で
構
築
で
き
る
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
和
歌
の
伝
統
的
技
法
と
し
て
の
本
歌
取
り
は
、
ア
イ
ロ
ニ
ー

論
の
観
点
か
ら
見
直
す
側
面
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
（
た
だ
本
歌
取
り
の
作
例
に
つ
い
て
筆
者
が
試
み
た
不
十
分
な
観
察
に
よ
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど

の
例
は
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
は
異
な
る
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
の
響
き
を
狙
い
と
し
て
い
る
。
そ
の
点
で
寺
山
の
歌
は
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
ア
イ
ロ
ニ
ー
の

跡
が
顕
著
な
本
歌
取
り
の
類
型
は
、
た
と
え
ば
江
戸
時
代
盛
行
を
見
た
狂
歌
に
見
出
さ
れ
る
。
た
だ
し
作
例
の
多
く
は
、
も
っ
ぱ
ら
滑
稽
を
狙
い
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と
し
た
「
も
じ
り
」
が
キ
チ
ョ
ウ
を
な
す
）。

反
響
の
量

0

0

0

0

に
お
け
る
こ
う
し
た
多
様
性
は
、
反
響
が
こ
と
ば
の
そ
れ
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
命
題
の

0

0

0

反
響
で
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
こ
と
ば
そ

の
ま
ま
を
繰
り
返
す
か
わ
り
に
、
そ
の
含
意
を
反
響
さ
せ
る
こ
と
で
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
作
る
に
は
十
分
な
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
不
要
な
部
分
は
削

り
足
ら
な
い
部
分
は
補
う
な
ど
し
て
、
元
の
こ
と
ば
を
加
工
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
含
意
と
い
う
観
点
か
ら
据
え
直
す
と
、
ス
ペ
ル
ベ

ル
ら
の
い
う
よ
う
に
、
反
響
に
は
間
接
的
と
直
接
的
の
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、

―
―
彼
「
ぼ
く
が
悪
い
ん
じ
ゃ
な
い
」

―
―
彼
女
「
で
は
、
私
が
悪
い
の
ね
。
そ
う
言
う
つ
も
り
で
し
ょ
う
」

と
い
う
対
話
で
、
彼
女
の
言
い
方
が
ど
こ
か
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
色
に
染
ま
っ
て
い
る
の
は
、
こ
こ
に
や
は
り
反
響
が
生
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
は
あ
か
ら
さ
ま
な
反
復
で
は
な
く
、
彼
の
発
言
が
含
意
す
る
と
彼
女
が
考
え
た
も
の
を
、
間
接
的
に

0

0

0

0

繰
り
返
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
こ
で
は
接
続
詞
「
で
は
」
―
―
す
で
に
述
べ
ら
れ
た
事
柄
を
理
由
と
し
て
そ
の
帰
結
を
み
ち
び
く
―
―
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
同
時
に
こ
の

例
で
一
人
称
代
名
詞
（
訳
で
は
「
ぼ
く
」
と
「
私
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
原
文
で
は
同
じI

）
や
「
悪
い
」
と
い
う
語
が
直
接
に

0

0

0

反
復
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
も
注
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
含
意
の
遠
近
は
反
響
の
量
と
か
ら
み
あ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
反
響
の
質0

と
は
、
反
響
の
現
実
性
の
有
無
と
そ
の
形
態
の
問
題
で
あ
る
。
右
の
例
で
は
、
彼
女
は
現
実
に
彼
の
発
言
を
一
部
繰
り
返
し

て
い
る
。
こ
の
意
味
で
反
響
は
現
実
的
で
あ
る
。
し
か
し
場
合
に
よ
り
、
こ
の
条
件
は
取
り
下
げ
て
か
ま
わ
な
い
。
そ
の
人
物
が
「
い
か
に
も
言

い
そ
う
な
こ
と
」、
し
か
し
現
実
に
は
言
っ
た
こ
と
の
な
い
こ
と
を
反
響
さ
せ
て
も
い
い
し
、
も
と
の
発
言
が
個
人
の
も
の
で
あ
る
必
要
も
な
い
。

世
間
で
通
用
し
て
い
る
常
套
句
、
諺
や
成
句
の
類
で
か
ま
わ
な
い
の
で
あ
る
。
命
題
の
反
響
と
い
う
こ
と
で
大
切
な
の
は
、
聞
き
手
が
そ
こ
に
反

0

0

0

0

0

0

0

0

⑩

Ｂ

Ｃ
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響
を
認
知
で
き
る
か
否
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
の
だ
。
い
い
か
え
れ
ば
、
聞
き
手
が
そ
う
し
た
命
題
―
―
反
響
命
題
―
―
を
同
定
で
き
る
か
ど
う
か
が
、
ア
イ
ロ
ニ

ー
の
構
成
要
件
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
ひ
き
か
え
、
命
題
の
現
実
性
や
そ
の
形
態
は
二
次
的
な
問
題
に
す
ぎ
な
い
。

�

（
菅
野
盾
樹
『
新
修
辞
学
―
―
〈
反
哲
学
的
〉
考
察
』
よ
り
）

注　

グ
ラ
イ
ス
…
…
イ
ギ
リ
ス
出
身
の
哲
学
者
、
言
語
学
者
（
一
九
一
三
―
一
九
八
八
）。

デ
ュ
ク
ロ
…
…
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
（
一
七
〇
四
―
一
七
七
二
）。

ス
ペ
ル
ベ
ル
…
…
フ
ラ
ン
ス
の
人
類
学
者
、
言
語
学
者
、
認
知
科
学
者
（
一
九
四
二
―
）。

寺
山
修
司
…
…�

劇
作
家
、
歌
人
（
一
九
三
五
―
一
九
八
三
）。
９
ペ
ー
ジ
の
歌
は
、『
寺
山
修
司
全
歌
集
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、�

二
〇
一
一
）
よ
り
引
用
。

ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
…
…�

複
数
の
声
部
が
そ
れ
ぞ
れ
の
旋
律
を
主
張
し
な
が
ら
絡
み
合
っ
て
い
く
様
式
の
音
楽
。
多
声
音
楽
。
文
学
者�

ミ
ハ
イ
ル
・
バ
フ
チ
ン
（
一
八
九
五
―
一
九
七
五
）
が
文
学
理
論
と
し
て
も
用
い
た
語
。
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問
一　

傍
線
部
①
～
⑩
の
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
、
漢
字
は
ひ
ら
が
な
に
改
め
な
さ
い
。

問
二　

傍
線
部
Ａ
「
あ
る
形
を
し
た
波
」
と
は
、
本
文
の
中
の
何
を
比
喩
し
た
表
現
か
。
本
文
の
傍
線
部
Ａ
よ
り
前
の
部
分
か
ら
、
最
も
ふ
さ
わ

し
い
語
句
を
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

問
三　

文
中
の
　

（
ａ
）
　

、
（
ｂ
）
　

に
最
も
あ
て
は
ま
る
語
句
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

す
ま
す　

イ　

く
じ
く　

ウ　

た
て
る　

エ　

は
さ
む　

オ　

ぶ
つ　

カ　

ひ
く　

キ　

な
げ
る　

ク　

ふ
さ
ぐ

問
四　

文
中
の
　

（
あ
）
　

、
（
い
）
　

に
最
も
あ
て
は
ま
る
語
句
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

聞
き
手　
　
　

イ　

聴
衆　
　
　

ウ　

話
者　
　
　

エ　

発
言
者

問
五　

文
中
で
筆
者
は
「
擬
態
説
」
に
つ
い
て
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
成
立
す
る
た
め
に
「
聞
き
手
」
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
と
い
っ

て
い
る
か
、
説
明
し
な
さ
い
。

問
六　

本
文
９
ペ
ー
ジ
で
筆
者
は
寺
山
修
司
の
歌
を
、
石
川
啄
木
の
歌
「
ふ
る
さ
と
の
訛
り
な
つ
か
し
停
車
場
の
人
ご
み
の
中
に
そ
を
聴
き
に
ゆ

く
」
を
使
っ
た
ア
イ
ロ
ニ
ー
で
あ
る
と
す
る
が
、
そ
の
場
合
、
反
響
し
て
い
る
「
命
題
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
、
説
明
し
な
さ
い
。

問
七　

傍
線
部
Ｂ
「
元
の
こ
と
ば
を
加
工
す
る
」
と
あ
る
が
、
次
の
ア
～
オ
の
う
ち
、
筆
者
の
い
う
「
加
工
」
に
あ
た
る
も
の
に
は
○
、「
加
工
」

に
あ
た
ら
な
い
も
の
に
は
×
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
解
答
欄
に
答
え
な
さ
い
。

ア　

人
物
を
指
示
す
る
代
名
詞
と
し
て
語
を
使
用
す
る　
　
　

イ　

話
し
手
が
抱
く
態
度
を
表
示
す
る

ウ　

発
言
の
う
ち
単
に
一
語
だ
け
を
繰
り
返
す　
　
　

エ　

こ
と
ば
の
片
端
を
反
復
す
る　
　
　

オ　

発
言
を
間
接
的
に
繰
り
返
す

問
八　

傍
線
部
Ｃ
「
こ
の
条
件
は
取
り
下
げ
て
か
ま
わ
な
い
」
と
筆
者
は
す
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
、
答
え
な
さ
い
。

問
九　

本
文
10
ペ
ー
ジ
の
「
対
話
」
の
場
合
、
彼
女
が
考
え
た
「
彼
の
発
言
が
含
意
す
る
」
内
容
は
何
か
、
答
え
な
さ
い
。
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問
十　

石
川
啄
木
の
歌
集
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

赤
光　
　
　

イ　

春
と
修
羅　
　
　

ウ　

道
程　
　
　

エ　

一
握
の
砂　
　
　

オ　

青
猫　
　
　

カ　

み
だ
れ
髪

問
十
一　

ア
イ
ロ
ニ
ー
を
使
う
と
ど
の
よ
う
な
効
果
が
あ
り
、
ま
た
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
問
題
が
ひ
そ
ん
で
い
る
か
、
あ
な
た
の
考
え
を
三
百

字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

下
書
き
用
紙　

�

一
行
二
十
五
字

100200300
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問
題
二　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。（
た
だ
し
、
設
問
の
都
合
上
、
送
り
仮
名
、
返
り
点
な
ど
を
省
い
た
と
こ
ろ
が�

あ
る
。）

秦
襄
王
病
。
百
姓
為
レ

之
禱い

の

。
病
愈い

、
殺
レ

牛
塞さ

い

禱た
う

。
郎
中
閻え

ん

遏あ
つ

公
孫
衍
出
見
レ

之
曰
、

非
二
社
臘
之
時
一
也
。
奚な

に

自
殺
レ

牛
而
祠ま

つ
レ

社
。
怪

而
問
レ
之
。
百
姓
曰
、
人
主
病
、
為
レ

之
禱
。
今
病
愈
、
殺
レ

牛
塞
禱
。
閻
遏
公
孫
衍
説
、
見
レ

王
拜
賀
曰
、
過
二

堯
舜
一

矣
。

王
驚
曰
、
何
謂
也
。
対
曰
、
堯
舜
其
民
未
至
為
之
禱
也
。
故
臣
窃ひ

そ

以
レ

王
為
レ

過
二

堯

舜
一

也
。

Ｄ

因
使
二

人

問
一レ

之
、
何
里
為
之
。
訾訾しし

其
里
正
与
二

伍
老
一

屯と
ん

二
甲
。

閻
遏
公
孫
衍
謂
レ

王
曰
、
今
王
病
而
民
以
レ

牛
禱
。
病
愈
、
殺
レ

牛
塞
禱
。
今
乃
訾訾しし

其

里
正
与
二

伍
老
一

屯

二
甲
。
臣
窃
怪

之
。
王
曰
、
子
何
故
不
レ

知
二

於
此
一

。
彼
民
之

ノ

ム

ニ

ガ

ル

エ

シ
テ

ヲ

ス

テ

テ

ヲ

ク

ザ
ル

ニ

ニ

リ
テ

シ
テ

ヲ

ル
ト

ニ

Ａ
シ
ミ
テ

フ

ヲ

ク
（
い
）

ミ

ニ

ガ

ル

エ

シ
テ

ヲ

ス
ト

Ｂ

エ

ニ

シ
テ

ク

グ
ト

ニ

キ
テ

ク

ノ

ゾ

ト

ヘ
テ

ク

Ｃ

ニ

カ
ニ

テ

ヲ

ス

グ
ト

ニ

ト

リ
テ

ム

ヲ
シ
テ

ハ

ヲ

Ｅ

Ｆ
し
ス
ル
コ
ト

三

ノ

ト

ヲ

ゴ
ト
ニ

テ

ニ

ク

ミ

テ

ヲ

ル

エ

シ
テ

ヲ

ス

（
１
）

ス
ル
コ
ト

三

ノ

ト

ヲ

ゴ
ト
ニ

Ｇ

カ
ニ

シ
ム
ト

レ

ヲ

ク
（
ろ
）

ニ

ル

ラ

ヲ

ノ
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所
三

以
為
二

我
用
一

者
、
非
下

以
二

吾
愛

之
為
二

我
用
一

者
上

也
、
以
二

吾
勢

之
為
二

我
用
一

者
也
。
吾
釈す
レ

勢
与
レ

民
相
収

、
若
レ

是
、
吾
適

た
ま
た
ま

不
レ

愛
、
而
民
因
不
レ

為
二

我
用
一

也
。

故
遂

絶
二

愛
道
一

也
。

�

（『
韓
非
子
』
に
よ
る
）

注　

塞
禱
…
…
供
え
物
を
捧
げ
て
神
へ
の
お
礼
の
祭
り
を
す
る
こ
と
。

郎
中
…
…
王
に
近
侍
す
る
臣
。　
　

閻
遏
、
公
孫
衍
…
…
人
名
。

社
臘
…
…
春
秋
の
土
地
神
の
祭
り
と
、
冬
の
百
神
の
祭
り
。　
　

堯
舜
…
…
堯
と
舜
。
古
代
の
聖
王
の
名
。

里
正
…
…
里
（
集
落
）
の
長
。　
　

伍
老
…
…
里
の
住
民
を
代
表
す
る
五
人
組
の
う
ち
の
頭
。

屯
二
甲
…
…
屯
は
集
落
の
屯
（
む
ら
）。
二
甲
は
鎧よ

ろ
い

二
領
の
こ
と
。　
　

勢
…
…
権
勢
、
ま
た
は
権
勢
を
ふ
る
う
こ
と
。

問
一　

二
重
傍
線
部
（
１
）「
乃
」（
２
）「
若
」
の
読
み
を
、
ひ
ら
が
な
で
答
え
な
さ
い
。

問
二　

傍
線
部
Ａ
「
怪
而
問
之
」
と
は
、
誰
が
、
何
を
怪
し
ん
だ
の
か
、
説
明
し
な
さ
い
。

問
三　

波
線
部
（
い
）「
人
主
」（
ろ
）「
子
」
は
、
誰
の
こ
と
を
さ
す
か
。
次
の
選
択
肢
の
う
ち
か
ら
、
最
も
あ
て
は
ま
る
も
の
を
一
つ
ず
つ
選

び
、
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

襄
王　
　
　

イ　

百
姓　
　
　

ウ　

閻
遏
と
公
孫
衍　
　
　

エ　

堯
と
舜　
　
　

オ　

里
正
と
伍
老

ハ

ス
ノ

ガ

ヲ

ザ
ル

テ

ガ

ス
ル
ヲ

一

ス

ガ

ヲ

ニ

テ

ガ

ス
ル
ヲ

一

ス

ガ

ヲ

テ

ヲ

メ
ン
カ
（
２
）

ノ

バ

セ

リ
テ

ル

サ

ガ

ヲ

ニ

ニ

Ｈ
ツ

ノ

ヲ

ト
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問
四　

①　

傍
線
部
Ｂ
「
説
」
は
、
ど
の
よ
う
に
読
む
の
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
か
。
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

い
か
り
て　
　
　

イ　

か
な
し
み
て　
　
　

ウ　

よ
ろ
こ
び
て　
　
　

エ　

く
る
し
み
て　
　
　

オ　

あ
わ
れ
み
て

②　

な
ぜ
①
の
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
の
か
、
説
明
し
な
さ
い
。

問
五　

傍
線
部
Ｃ
「
其
民
未
至
為
之
禱
也
」
を
「
そ
の
た
み
い
ま
だ
こ
れ
が
た
め
に
い
の
る
に
い
た
ら
ざ
る
な
り
」
と
読
む
に
は
、
ど
の
よ
う
に

返
り
点
を
付
け
れ
ば
よ
い
か
。
解
答
欄
の
白
文
に
返
り
点
を
付
け
な
さ
い
。

問
六　

文
中
の
「
　

Ｄ
　

因
使
人
問
之
」
の
空
欄
Ｄ
に
あ
て
は
ま
る
も
の
と
し
て
、
最
も
ふ
さ
わ
し
い
人
物
を
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
記

号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

襄
王　
　
　

イ　

百
姓　
　
　

ウ　

閻
遏　
　
　

エ　

公
孫
衍　
　
　

オ　

舜

問
七　

傍
線
部
Ｅ
「
何
里
為
之
」
の
読
み
方
と
し
て
、
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

な
ん
り
に
し
て
た
め
に
ゆ
く
と　
　
　

イ　

な
ん
ぞ
り
を
こ
れ
の
た
め
と
す
と

ウ　

い
ず
れ
こ
れ
を
り
と
す
る
や
と　
　
　

エ　

い
ず
く
ん
ぞ
こ
れ
を
り
と
せ
ん
や
と

オ　

い
ず
れ
の
り
に
て
こ
れ
を
な
せ
る
と

問
八　

傍
線
部
Ｆ
「
訾
」
の
本
文
中
の
意
味
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

謝
る　
　
　

イ　

分
け
る　
　
　

ウ　

表
彰
す
る　
　
　

エ　

罰
す
る　
　
　

オ　

預
け
る

問
九　

傍
線
部
Ｇ
「
臣
窃
怪
之
」
を
、
指
示
語
の
内
容
が
わ
か
る
よ
う
に
、
現
代
語
訳
し
な
さ
い
。

問
十　

傍
線
部
Ｈ
に
つ
い
て
、
襄
王
は
「
絶
愛
道
」
と
し
て
い
る
が
、「
王
」
と
「
民
」
が
ど
う
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
の
か
、
説
明
し
な

さ
い
。
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問
題
三　

次
の
文
章
は
『
栄
花
物
語
』
の
一
節
で
あ
り
、
万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
）、
三
条
院
（
上
皇
）
の
后
だ
っ
た
娍せ
い

子し

が
崩
御
し
、
そ
の
法

要
が
行
わ
れ
た
頃
の
話
で
あ
る
。
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

か
く
て
御
法
事
、
ま
た
の
月
の
十
余
日
に
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。
中
宮
は
、
七
僧
の
法
服
う
る
は
し
く
せ
さ
せ
た
ま
へ
り
。
三
条
宮
に
て
せ
さ
せ
た

ま
ふ
。
そ
の
ほ
ど
の
御
有
様
思
ひ
や
る
べ
し
。
御
願ぐ
わ
ん

文も
ん

、
大
内
記
菅す
が

原は
ら
の

忠た
だ

貞さ
だ

ぞ
仕
う
ま
つ
り
た
り
け
る
。
こ
の
お
は
し
ま
す
御
有
様
を
仕
う
ま

つ
り
た
る
が
、
い
み
じ
く
あ
は
れ
な
る
な
り
け
り
。
た
だ
片
端
を
ま
ね
び
た
り
。「
黄
金
の
車
並
べ
寄
せ
て
、
玉
の
扉と
ぼ
そ

を
閉
ぢ
て
よ
り
こ
の
方
、

供
奉
す
る
や
何
ぞ
の
人
、
独
り
嶺み
ね

の
月
の
暁
の
影
、
警
巡
す
る
や
誰
の
人
ぞ
、
た
だ
林
の
鳥
の
夕
の
声
」
な
ど
、
い
み
じ
く
あ
は
れ
な
り
。
か
く

て
御
誦
経
な
ど
さ
ま
ざ
ま
に
て
果
て
ぬ
。
こ
の
御
願
文
を
、
あ
る
人
聞
き
て
詠
み
け
る
。
誰
と
知
ら
ず
、

月
の
影
林
の
鳥
の
声
な
ら
で
行
き
か
ふ
人
の
な
き
ぞ
悲
し
き

宮
々
の
御
服
や
つ
れ
も
あ
は
れ
に
ぞ
。

か
か
る
ほ
ど
に
、
山や
ま
の

井ゐ

に
は
、
女
御
殿
の
御
悩
み
、
月
日
に
添
へ
て
い
み
じ
け
れ
ば
に
や
、
影
の
や
う
に
な
ら
せ
た
ま
ひ
に
た
り
。
院
、
よ
ろ

づ
に
思
し
嘆
か
せ
た
ま
ふ
。

こ
の
ご
ろ
聞
け
ば
、
逢あ
ふ

坂さ
か

の
あ
な
た
に
、
関せ
き

寺で
ら

と
い
ふ
所
に
、
牛う
し

仏ぼ
と
け

現
れ
た
ま
ひ
て
、
よ
ろ
づ
の
人
詣ま
ゐ

り
見
た
て
ま
つ
る
。
年
ご
ろ
こ
の
寺
に
、

大
き
な
る
御
堂
建
て
て
、
弥み

勒ろ
く

を
造
り
据す

ゑ
た
て
ま
つ
り
け
る
。
榑く
れ

、
え
も
い
は
ぬ
大
木
ど
も
を
、
た
だ
こ
の
牛
一
つ
し
て
運
び
あ
ぐ
る
こ
と
を

し
け
り
。
あ
は
れ
な
る
牛
と
の
み
、
御
寺
の
聖ひ
じ
り

思
ひ
わ
た
り
け
る
ほ
ど
に
、
寺
の
あ
た
り
に
住
む
人
借
り
て
、
明
日
使
は
む
と
て
置
き
た
り
け
る

夜
の
夢
に
、「
わ
れ
は
迦か
せ
う
ぶ
つ

葉
仏
な
り
。
こ
の
寺
の
仏
を
造
り
、
堂
を
建
て
さ
せ
む
と
て
、
年
ご
ろ
す
る
に
こ
そ
あ
れ
。
た
だ
人
は
い
か
で
か
使
ふ
べ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
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き
」
と
見
た
り
け
れ
ば
、
起
き
て
、
か
う
か
う
夢
を
見
つ
る
と
言
ひ
て
、
拝
み
騒
ぐ
な
り
け
り
。
牛
も
さ
や
に
て
黒
く
て
、
さ
さ
や
か
に
を
か
し

げ
に
ぞ
あ
り
け
る
。
繋つ
な

が
ね
ど
行
き
去
る
こ
と
も
な
く
、
例
の
牛
の
心
ざ
ま
に
も
似
ざ
り
け
り
。
入
道
殿
を
は
じ
め
た
て
ま
つ
り
て
、
世
の
中
に

お
は
し
け
る
人
、
詣
ら
ぬ
な
く
詣
り
こ
み
、
よ
ろ
づ
の
物
を
ぞ
奉
り
け
る
。
た
だ
帝
、
東
宮
、
宮
々
ぞ
え
お
は
し
ま
さ
ざ
り
け
る
。
こ
の
牛
仏
、

何
と
な
く
心
地
悩
ま
し
げ
に
お
は
し
け
れ
ば
、
と
く
う
せ
た
ま
ふ
べ
き
と
て
、
か
く
人
詣
り
こ
み
て
、
こ
の
聖
は
御
影
像
を
か
か
む
と
て
急
ぎ
け

り
。か

か
る
ほ
ど
に
、
西
の
京
に
い
と
尊
く
お
こ
な
ふ
聖
の
夢
に
見
え
け
り
。「
迦
葉
仏
当た
う
に
ふ入

涅ね
は
ん槃

の
だ
む
な
り
。
智ち
し
や者

当た
う

得と
く

結
縁
せ
よ
」
と
ぞ
見
え

た
り
け
れ
ば
、
い
と
ど
人
々
詣
り
こ
む
ほ
ど
に
、
歌
よ
む
人
も
あ
り
。
和
泉
、

聞
き
し
よ
り
牛
に
心
を
か
け
な
が
ら
ま
だ
こ
そ
越
え
ね
逢
坂
の
関

人
々
あ
ま
た
聞
こ
ゆ
れ
ど
、
同
じ
こ
と
な
れ
ば
書
か
ず
。

日
ご
ろ
、
こ
の
御
か
た
書
か
せ
て
、
六
月
二
日
ぞ
御
眼ま
な
こ

入
れ
む
と
し
け
る
ほ
ど
に
、
そ
の
日
に
な
り
て
、
こ
の
御
堂
を
こ
の
牛
見
巡
り
あ
り
き

て
、
も
と
の
所
に
帰
り
来
て
、
や
が
て
死
に
け
り
。
こ
れ
あ
は
れ
に
め
で
た
き
こ
と
な
り
か
し
。
御
か
た
に
眼
入
れ
け
る
を
り
ぞ
、
果
て
た
ま
ひ

に
け
る
。
聖
い
み
じ
く
泣
き
て
、
や
が
て
そ
こ
に
埋
み
て
、
念
仏
し
て
、
七
日
七
日
に
経
仏
供
養
し
け
り
。
後
に
こ
の
書
き
し
御
か
た
を
、
内
に

も
宮
に
も
拝
ま
せ
た
ま
ひ
け
る
。
か
か
る
こ
と
こ
そ
あ
り
け
れ
、
ま
こ
と
の
迦
葉
仏
、
こ
の
同
じ
日
ぞ
か
く
れ
た
ま
ひ
け
る
。
今
は
こ
の
寺
の
弥

勒
供
養
せ
ら
れ
た
ま
ふ
。
こ
の
聖
も
い
そ
ぎ
け
り
。
草
を
誰
も
誰
も
と
り
て
、
詣
り
け
る
な
か
に
、
詣
ら
ぬ
人
な
ど
ぞ
あ
り
け
れ
ば
、
そ
れ
は
罪

深
き
に
や
な
ど
ぞ
定
め
け
る
。

さ
て
、
か
の
院
の
女
御
の
御
悩
み
い
み
じ
か
り
け
れ
ば
、
法
性
寺
や
い
づ
こ
や
と
あ
り
か
せ
た
ま
ひ
つ
つ
、
御
修
法
お
こ
な
は
せ
た
ま
ふ
。
よ

①

②

Ｅ

③

Ｆ

Ｇ

Ｈ
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ろ
づ
に
院
も
入
道
殿
も
せ
さ
せ
た
ま
ふ
に
、
つ
ゆ
そ
の
験
な
か
り
け
れ
ば
、
思
し
嘆
か
せ
た
ま
ふ
。

こ
の
ご
ろ
入
道
殿
も
、
御
風
な
ど
起
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
さ
ま
ざ
ま
悩
ま
し
う
思
さ
る
れ
ば
、
す
が
す
が
し
く
も
え
渡
り
あ
ひ
見
た
て
ま
つ
り
た

ま
は
ず
な
ど
あ
る
に
、
督か
む

の
殿と
の

の
た
だ
に
も
お
は
し
ま
さ
で
、
七
八
月
に
あ
た
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
月
ご
ろ
土
御
門
殿
に
お
は
し
ま
せ
ば
、
そ
の
御

祈
り
も
し
づ
ご
こ
ろ
な
く
思
さ
れ
て
、
す
こ
し
も
隔へ
だ

た
り
あ
る
さ
ま
に
思
さ
る
る
方
の
こ
と
を
ば
、
お
の
づ
か
ら
今
、
今
と
思
し
め
し
つ
つ
、
日

も
過
ぎ
も
て
ゆ
く
に
、
大
宮
も
こ
の
同
じ
殿
に
お
は
し
ま
せ
ば
、
東
宮
さ
ま
ざ
ま
お
ぼ
つ
か
な
さ
を
明
け
暮
れ
聞
こ
え
さ
せ
た
ま
へ
ば
、
殿
の
、

こ
を
、
げ
に
さ
ぞ
思
し
め
す
ら
む
、
い
と
心
苦
し
き
御
こ
と
な
り
と
て
、
い
か
で
こ
の
ご
ろ
の
ほ
ど
に
行
啓
あ
ら
せ
む
と
思
し
て
、
い
そ
が
せ
た

ま
ふ
。
六
月
二
十
五
日
吉
日
な
り
け
れ
ば
、
そ
の
日
と
思
し
い
そ
が
せ
た
ま
ふ
。

�

（『
栄
花
物
語
』
に
よ
る
）

④

Ⅰ

⑤
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注　

御
法
事
…
…
五
月
に
行
わ
れ
た
娍
子
の
四
十
九
日
。　
　

中
宮
…
…
威い

子し

。
後
一
条
天
皇
の
后
で
、
藤
原
道
長
の
娘
。

三
条
宮
…
…
か
つ
て
三
条
院
が
お
住
ま
い
だ
っ
た
場
所
。　
　

願
文
…
…
追
善
法
要
の
祈
禱
文
。

山
井
…
…
邸
宅
の
名
。　
　

女
御
…
…
寛か
ん

子し

。
小
一
条
院
の
后
で
、
道
長
の
娘
。

院
…
…
小
一
条
院
（
敦
明
親
王
）
を
さ
す
。
三
条
院
を
父
、
娍
子
を
母
と
す
る
。

逢
坂
…
…
逢
坂
山
。
近
江
と
山
城
の
境
に
位
置
す
る
山
。
東
麓
の
近
江
側
に
関
寺
が
あ
っ
た
。　
　

弥
勒
…
…
弥
勒
菩
薩
。

榑
…
…
丸
太
の
こ
と
。　
　

迦
葉
仏
…
…
過
去
七
仏
の
う
ち
、
釈
迦
出
現
の
直
前
に
こ
の
世
に
現
れ
た
、
第
六
の
仏
。

さ
や
…
…
清
ら
か
で
さ
っ
ぱ
り
し
て
い
る
こ
と
。　
　

入
道
殿
…
…
藤
原
道
長
。　
　

帝
…
…
後
一
条
天
皇
。

当
入
涅
槃
の
だ
む
な
り
…
…
涅
槃
に
入
る
時
が
ま
さ
に
迫
っ
て
い
る
、
の
意
。　
　

和
泉
…
…
和
泉
式
部
。

法
性
寺
…
…
寺
の
名
。　
　

督
の
殿
…
…
嬉き

子し

。
東
宮
（
敦
良
親
王
）
の
妃
で
、
道
長
の
娘
。

土
御
門
殿
…
…
藤
原
道
長
の
邸
宅
。　
　

大
宮
…
…
彰し
ょ
う

子し

。
後
一
条
天
皇
の
母
で
、
道
長
の
娘
。
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問
一　

波
線
部
①
～
⑤
の
語
句
の
意
味
を
、
本
文
に
即
し
て
書
き
な
さ
い
。

①
例
の　
　
　

②
と
く
う
せ
た
ま
ふ
べ
き　
　
　

③
お
こ
な
ふ　
　
　

④
つ
ゆ
そ
の
験
な
か
り
け
れ
ば　
　
　

⑤
し
づ
ご
こ
ろ
な
く

問
二　

傍
線
部
Ａ
「
供
奉
す
る
」
と
は
、
ど
う
す
る
こ
と
か
、
現
代
語
で
答
え
な
さ
い
。

問
三　

傍
線
部
Ｂ
「
悲
し
き
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
情
景
を
悲
し
い
と
い
っ
て
い
る
の
か
、
答
え
な
さ
い
。

問
四　

傍
線
部
Ｃ
「
影
の
や
う
に
な
ら
せ
た
ま
ひ
に
た
り
」
と
は
、
誰
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
答
え
な
さ
い
。

問
五　

傍
線
部
Ｄ
「
た
だ
人
は
い
か
で
か
使
ふ
べ
き
」
を
現
代
語
訳
し
な
さ
い
。

問
六　

傍
線
部
Ｅ
「
御
影
像
を
か
か
む
」
と
は
、
何
の
「
御
影
像
」
を
書
く
の
か
、
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号

で
答
え
な
さ
い
。

ア　

女
御　
　
　

イ　

弥
勒　
　
　

ウ　

牛　
　
　

エ　

入
道
殿　
　
　

オ　

西
の
京
の
聖

問
七　

傍
線
部
Ｆ
「
心
を
か
け
な
が
ら
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
気
に
な
る
の
か
、
答
え
な
さ
い
。

問
八　

傍
線
部
Ｇ
「
こ
れ
あ
は
れ
に
め
で
た
き
こ
と
な
り
か
し
」
と
は
、
何
が
す
ば
ら
し
い
こ
と
な
の
か
、
答
え
な
さ
い
。

問
九　

傍
線
部
Ｈ
「
そ
れ
は
罪
深
き
に
や
」
と
あ
る
が
、
人
々
は
何
を
「
罪
深
い
こ
と
」
と
思
っ
た
の
か
、
答
え
な
さ
い
。

問
十　

傍
線
部
Ｉ
「
督
の
殿
の
た
だ
に
も
お
は
し
ま
さ
で
、
七
八
月
に
あ
た
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
月
ご
ろ
土
御
門
殿
に
お
は
し
ま
せ
ば
」
と
は
、
七

八
月
に
何
を
予
定
し
て
い
る
の
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

出
産　
　
　

イ　

出
家　
　
　

ウ　

結
婚　
　
　

エ　

帰
省　
　
　

オ　

葬
儀

問
十
一　

こ
の
万
寿
二
年
の
出
来
事
以
前
に
成
立
し
た
作
品
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

今
昔
物
語
集　
　
　

イ　

蜻
蛉
日
記　
　
　

ウ　

大
鏡　
　
　

エ　

無
名
草
子　
　
　

オ　

�

千
載
和
歌
集








