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１
．
試
験
開
始
の
合
図
が
あ
る
ま
で
問
題
冊
子
を
開
か
な
い
こ
と
。 

 
  
  
  
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２
．
筆
記
用
具
は
黒
色
の
鉛
筆
ま
た
は
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
を
使
用
す
る
こ
と
。 

 
  
  
 
 
 
   

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３
．
問
題
冊
子
の
印
刷
不
鮮
明
、
ペ
ー
ジ
の
落
丁
・
乱
丁
に
気
付
い
た
と
き
は
、 

 
  
 
  
  
   

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

手
を
挙
げ
て
監
督
者
に
知
ら
せ
る
こ
と
。 

 
  
  
  
 
   

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４
．
問
題
冊
子
の
余
白
等
は
適
宜
利
用
し
て
よ
い
。 

 
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５
．
問
題
冊
子
は
持
ち
帰
っ
て
よ
い
。 
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【

Ⅰ
】 

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

  

私
た
ち
の
誰
も
が
完
璧
な
記
憶
力
を
も
つ
こ
と
に
あ
こ
が
れ
を
い
だ
き
ま
す
。
私
が
記
憶
に
つ
い
て
研
究
を
し
て
い
る
と
人
に
話
し
ま

す
と
、
最
初
に
聞
か
れ
る
の
は
、
き
ま
っ
て
記
憶
力
を
よ
く
す
る
た
め
の
秘
訣
で
す
。
実
の
と
こ
ろ
、
私
が
人
間
の
記
憶
に
興
味
を
も
つ

よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
も
、
自
分
の
記
憶
力
を
よ
く
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
か
ら
で
し
た
。
で
も
、
１
本
当
に
完
璧
な
記
憶
力
を
身
に

つ
け
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
素
晴
ら
し
い
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

南
米
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
、
幻
想
的
な
作
風
で
有
名
な
ホ
ル
ヘ
・
ル
イ
ス
・
ボ
ル
ヘ
ス
と
い
う
作
家
が
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
彼
の
不
思
議

な
作
品
の
一
つ
に
、
完
璧
な
記
憶
力
を
も
つ
主
人
公
を
描
い
た
『
記
憶
の
人
、
フ
ネ
ス
』
と
い
う
作
品
が
あ
り
ま
す
。 

 

主
人
公
フ
ネ
ス
は
、
一
度
体
験
し
た
こ
と
や
見
た
も
の
聞
い
た
も
の
な
ど
何
で
も
、
そ
の
細
部
に
至
る
ま
で
完
璧
に
覚
え
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
そ
の
お
か
げ
で
、
彼
は
「
世
界
が
始
ま
っ
て
以
来
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
持
っ
た
も
の
を
は
る
か
に
超
え
る
記
憶
」
を
も
っ
て

い
ま
す
。 

 

し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、
そ
れ
ら
は
互
い
に
何
の
関
連
性
も
な
い
「
ご
み
捨
て
場
」
の
よ
う
な
記
憶
ば
か
り
で
し
た
。
あ
る
と
き
、
フ

ネ
ス
は
、
そ
れ
ら
を
要
約
し
て
分
類
す
る
こ
と
を
決
意
し
ま
し
た
が
、
す
ぐ
に
思
い
と
ど
ま
り
ま
し
た
。
２
な
ぜ
な
ら
、
あ
ま
り
に
も
多

す
ぎ
る
た
め
に
、
そ
の
作
業
に
は
途
方
も
な
い
時
間
が
必
要
で
、
と
う
て
い
自
分
の
生
き
て
い
る
間
に
は
終
わ
ら
な
い
と
思
え
た
の
で
す
。 

こ
の
作
品
で
、
ボ
ル
ヘ
ス
は
完
璧
な
記
憶
を
ど
れ
ほ
ど
も
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
ら
が
整
理
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
単
な
る
３
無
用
の
長

物
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
訴
え
た
か
っ
た
の
だ
と
、
一
般
に
は
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

Ａ 
 

 

、
こ
の
よ
う
な
解
釈
も
間
違
い
で

は
な
い
で
し
ょ
う
。 

 

し
か
し
、
私
に
は
、
こ
と
さ
ら
努
力
し
な
く
と
も
記
憶
を
要
約
で
き
る
と

い
う 

 
 

Ｘ 
 

 

の
重
要
性
を
彼
が
主
張
し
た
か
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
理
由
は
、
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
で
活
躍
し
た
心
理
学
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
記
憶
に

関
す
る
思
想
か
ら
、
ボ
ル
ヘ
ス
が
こ
の
作
品
の
①
チ
ャ
ク
ソ
ウ
を
得
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。
実
は
、
ボ
ル
ヘ
ス
の
父
親
は
外
国
語
教
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員
養
成
所
で
、
心
理
学
を
教
え
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
だ
け
で
な
く
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
や
ジ
ョ
ー
ジ
・
バ

ー
ク
レ
イ
と
い
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
者
の
思
想
に
も
詳
し
か
っ
た
そ
う
で
す
。 

 
 

Ｂ 
 

 

、
そ
の
父
親
を
通
し
て

ボ
ル
ヘ
ス
自
身

も
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
思
想
に
触
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。 

で
は
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
記
憶
に
関
す
る
思
想
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
、
今
な
お
心

理
学
を
学
ぶ
者
の
必
読
書
で
あ
る
『
心
理
学
原
理
』
と
い
う
書
物
の
中
で
、
完
璧
な
記
憶
を
も
っ
た
場
合
の
マ
イ
ナ
ス
面
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。 

 

も
し
私
た
ち
が
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
何
も
覚
え
て
い
な
い
の
と
同
様
に
困
っ
た
こ
と
に
な

る
。
あ
る
一
定
の
時
間
を
要
し
た
出
来
事
を
思
い
出
す
た
め
に
は
、
も
と
の
出
来
事
と
同
じ
だ
け
の
時
間
が
必
要
に
な
り
、
新
し
い
こ

と
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。 

 

た
と
え
ば
、「
先
週
の
パ
ー
テ
ィ
は
ど
う
だ
っ
た
？
」
と
聞
か
れ
た
場
合
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
も
し
フ
ネ
ス
の
よ
う
に
、
先
週
の
パ

ー
テ
ィ
の
記
憶
を
完
璧
に
覚
え
て
い
る
場
合
、
パ
ー
テ
ィ
の
最
初
か
ら
時
間
を
追
っ
て
す
べ
て
を
思
い
出
す
ま
で
、
パ
ー
テ
ィ
の
経
過
時

間
と
同
じ
だ
け
の
時
間
が
か
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
、
パ
ー
テ
ィ
を
丸
ご
と
②
サ
ツ
エ
イ
し
た
映
像
を
頭
か
ら
再
生
す
る
こ
と

と
同
じ
こ
と
で
す
。
こ
う
し
た
再
生
が
す
べ
て
終
わ
っ
て
、
よ
う
や
く
「
つ
ま
ら
な
か
っ
た
」
な
ど
と
答
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
、
私
た
ち
の
場
合
は
、
パ
ー
テ
ィ
の
中
で
印
象
に
残
っ
て
い
る
出
来
事
以
外
の
細
部
は
忘
れ
て
い
る
の
が
ふ
つ
う
で
す
。

そ
こ
で
、
覚
え
て
い
る
一
部
分
だ
け
を
も
と
に
し
て
、
即
座
に
「
つ
ま
ら
な
か
っ
た
」
な
ど
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、

私
た
ち
は
フ
ネ
ス
と
は
違
い
、
③
シ
ヨ
ウ
マ
ッ
セ
ツ
を
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
、
も
と
の
出
来
事
を
労
せ
ず
に
要
約
で
き
る
わ
け
で
す
。 

 
 

 

Ｃ 
 

 

、
こ
の
自
然
に
そ
な
わ
っ
た
忘
却
力
の
お
か
げ
で
、
私
た
ち
は
次
々
と
新
し
い
こ
と
が
ら
を
覚
え
た
り
、
自
分
の
考
え
を
先
に

進
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。 
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忘
却
力
に
よ
る
④
オ
ン
ケ
イ
は
こ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
生
き
て
い
く
中
で
、
辛
い
出
来
事
に
出
く
わ
す
こ
と
が
多
々

あ
る
は
ず
で
す
。
人
に
受
け
た
ひ
ど
い
仕
打
ち
、
最
愛
の
人
と
の
別
れ
、
な
ど
が
そ
の
例
で
し
ょ
う
。 

 
 

Ｄ 
 

 

、
あ
り
が
た
い
こ
と
に
、

ど
れ
ほ
ど
辛
い
記
憶
で
あ
っ
て
も
、
時
間
の
経
過
に
と
も
な
っ
て
、
次
第
に
忘
れ
ら
れ
、
そ
の
辛
さ
が
軽
減
し
て
い
く
も
の
で
す
。
フ
ラ

ン
ス
の
作
家
オ
ル
・
ド
・
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
「
多
く
の
忘
却
な
く
し
て
は
人
生
を
暮
ら
し
て
い
け
な
い
」
と
い
う
こ
と
ば
を
引
き
合
い
に
出

す
ま
で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な
忘
却
力
が
な
け
れ
ば
、
い
つ
ま
で
も
過
去
の
辛
い
記
憶
に
と
ら
わ
れ
、
私
た
ち
は
人
生
を
前
に
進
め
る
こ

と
が
で
き
な
い
の
で
す
。 

 

私
た
ち
は
時
間
の
流
れ
の
中
で
生
き
て
い
ま
す
。 

 
 

Ｅ 
 

 

、
今
現
在
と
い
う
時
間
は
、
次
の
瞬
間
に
は
過
去
に
な
っ
て
し
ま
い
、
つ

い
一
瞬
前
ま
で
未
来
で
あ
っ
た
時
間
は
現
在
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
た
ち
は
現
在
と
い
う
時
間
を
⑤
セ
イ
イ
ッ
パ
イ
生
き
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
同
時
に
、
私
た
ち
は
未
来
へ
向
っ
て
生
き
続
け
て
い
く
存
在
で
も
あ
り
ま
す
。
人
生
の
時
間
の
経
過
に
と
も
な

っ
て
、
私
た
ち
は
、
新
た
な
人
び
と
と
絆
を
結
び
、
新
た
な
出
来
事
に
出
く
わ
し
、
新
し
い
も
の
ご
と
を
知
り
、
自
分
自
身
を
見
つ
め
直

し
も
し
ま
す
。
４
こ
う
し
た
時
間
の
経
過
に
と
も
な
う
変
化
の
す
べ
て
を
私
た
ち
が
変
え
て
い
き
ま
す
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
生
き
て
い
る
限
り
、
変
わ
り
続
け
て
い
く
存
在
で
あ
る
私
た
ち
が
、
仮
に
フ
ネ
ス
の
よ
う
に
過
去
の
記
憶
を
ど
れ
ほ
ど

多
く
も
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
幼
い
頃
に
遊
ん
だ
オ
モ
チ
ャ
が
そ
の
ま
ま
の

形
で
目
の
前
に
残
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
大
人
に
な
っ
た
私
た
ち
は
懐
か
し
さ
こ
そ
感
じ
る
と
し
て
も
、
そ
の
オ
モ
チ
ャ
で
遊
ぶ
こ
と
は

な
い
は
ず
で
す
。
だ
と
す
れ
ば
、
過
去
の
ま
ま
の
姿
の
記
憶
が
ど
れ
ほ
ど
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
ご
み
捨
て
場
」
の
よ
う
な
記
憶

に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
５
私
た
ち
は
自
然
に
そ
な
わ
っ
た
忘
却
力
に
感
謝
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
フ
ネ
ス
の
よ
う
な
完
璧
な
記
憶
力
を
何
一
つ
う

ら
や
む
必
要
は
な
い
の
で
す
。 

 

（
高
橋
雅
延
『
記
憶
力
の
正
体
～
人
は
な
ぜ
忘
れ
る
の
か
？
』
ち
く
ま
新
書
） 
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問
一 

傍
線
①
～
⑤
の
片
仮
名
を
漢
字
に
改
め
な
さ
い
。 

 

問
二 
空
欄
Ａ
～
Ｅ
に
入
る
適
当
な
語
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
符
号
で
記
し
な
さ
い
。 

  
 

 

イ 

そ
し
て 

 

ロ 

つ
ま
り 

 

ハ 

や
は
り 

 

ニ 

も
ち
ろ
ん 

 

ホ 

し
か
し 

 

ヘ 

お
そ
ら
く 

 

問
三 

空
欄
Ｘ
に
入
る
適
当
な
語
を
文
中
よ
り
抜
き
出
し
て
記
し
な
さ
い
。 

 

問
四 

傍
線
１
の
問
い
か
け
に
対
す
る
筆
者
の
回
答
を
文
中
の
語
句
を
用
い
て
百
字
以
内
で
記
し
な
さ
い
。 

 

問
五 

傍
線
２
・
４
の
文
に
は
係
り
受
け
の
関
係
が
不
適
当
な
箇
所
が
あ
る
。
誤
り
の
箇
所
を
含
む
前
後
の
語
句
を
抜
き
出
し
、
正
し
く

書
き
改
め
な
さ
い
。 

 

問
六 

傍
線
３
と
は
具
体
的
に
何
を
指
し
て
い
る
の
か
。
文
中
よ
り
抜
き
出
し
て
記
し
な
さ
い
。 

 

問
七 

傍
線
５
に
つ
い
て
、
ど
う
し
て
「
自
然
に
そ
な
わ
っ
た
忘
却
力
に
感
謝
す
べ
き
」
な
の
か
。
文
中
の
語
句
を
用
い
て
百
三
十
字
以

内
で
記
し
な
さ
い
。 
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【

Ⅱ
】 

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

  

ス
ト
ア
哲
学
の
創
始
者
ゼ
ノ
ン
は
、
人
生
の
目
的
を
幸
福
に
お
い
た
。
エ
ピ
ク
ロ
ス
派
の
祖
エ
ピ
ク
ロ
ス
は
そ
れ
を
快
楽
に
求
め
た
。

だ
が
、
ゼ
ノ
ン
の
考
え
る
幸
福
と
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
い
う
快
楽
と
は
、
つ
き
つ
め
て
み
れ
ば
、
結
局
お
な
じ
よ
う
な
内
容
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
ゼ
ノ
ン
が
幸
福
と
み
な
す
の
は
、
調
和
の
と
れ
た
生
活
、
自
然
に
か
な
っ
た
生
き
方
で
、
そ
う
す
れ
ば
人
は
こ
の
世
で
い
ち
ば

ん
大
切
な
魂
の

平

安

ア
タ
ラ
ク
シ
ア

を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
他
方
、
快
楽
を
求
め
る
エ
ピ
ク
ロ
ス
も
、
じ
つ
は
真
の
快
楽
を
苦
痛
や

悩
み
か
ら
自
由
に
な
り
、
何
の
わ
ず
ら
わ
し
さ
も
な
く
心
を

平

静

ア
タ
ラ
ク
シ
ア

に
保
つ
こ
と
に
求
め
て
い
る
。 

 
 

Ａ 
 

 

、
両
者
は
と
も
に
快
楽
主

義
者
と
も
い
え
る
し
、
と
も
に
禁
欲
主
義
者
と
も
い
え
る
。
魂
の
平
安
を
か
き
乱
す
の
は
、
何
よ
り
過
度
の
欲
望
、
感
覚
的
な
悦
楽
だ
と

二
人
は
と
も
に
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

１
人
生
の
目
的
を
「
遊
楽
す
る
事
に
極
ま
れ
り
」
と
す
る
西
鶴
の
〝
哲
学
〟
に
も
、
そ
れ
が
見
て
と
れ
る
。
彼
が
「
人
び
と
の
願
い
は

金
銭
の
力
で
か
な
わ
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」
と
い
い
、
だ
か
ら
こ
そ
金
銭
を
大
い
に
溜た

め
よ
、
と
説
き
な
が
ら
、
す
ぐ
そ
の
あ
と
で
、

人
生
は
夢
ま
ぼ
ろ
し
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
死
ん
で
し
ま
え
ば
金
銀
も
何
の
役
に
立
と
う
か
、
と
い
っ
た
り
し
て
い
る
の
も
、
真
の
幸

福
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
想
い
が
彼
の
胸
に
①
キ
ョ
ラ
イ
し
て
い
た
か
ら
に
相
違
な
い
。 

 

そ
れ
に
し
て
も
、
２
西
鶴
が
拝
金
主
義
と
も
思
え
る
ほ
ど
金
銭
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
。
一
言
で
い
う
な
ら
日
本
の
社

会
が
、
と
い
う
よ
り
日
本
の
庶
民
が
、
そ
れ
ほ
ど
貧
し
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
『
永
代
蔵
』
、
す
な
わ
ち
「
新
長
者
教
」
に
つ
づ
い
て
元
禄

五
年
、
死
の
二
年
前
に
出
版
し
た
『
世
間

せ

け

ん

胸
算
用

む

な

ざ

ん

よ

う

』
で
、
彼
は
越
す
に
越
さ
れ
ぬ
年
の
瀬
、
大
晦
日

お

お

み

そ

か

の
庶
民
の
表
情
を
さ
ま
ざ
ま
に
描
き

出
し
て
い
る
。 

 

一
年
の
総
決
算
日
と
さ
れ
て
い
た
大
晦
日
は
、
貧
し
い
庶
民
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
甲
地
獄
の
よ
う
な
一
日
だ
っ
た
。
掛
取

か

け

と

り
（
借
金

取
り
）
は
「
鉄
の
草
鞋

わ

ら

じ

で
さ
え
履
き
つ
ぶ
す
ぐ
ら
い
に
歩
き
ま
わ
り
、
世
界
を
韋
駄
天

い

だ

て

ん

の
よ
う
に
駆
け
め
ぐ
っ
て
」
借
金
を
取
り
立
て
る
。

か
え
す
あ
て
の
な
い
貧
民
は
、
夜
逃
げ
ど
こ
ろ
か
「
昼
逃
げ
」
ま
で
し
て
行
方
を
く
ら
ま
し
、
自
殺
し
た
り
、
狂
人
の
ま
ね
を
し
て
座
敷
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牢
に
入
っ
た
り
し
て
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
悲
喜
劇
を
演
じ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
、
作
者
自
身
も
、
借
金
で
死
ぬ
苦
し
み
を
味
わ
っ
た
に
ち

が
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
ん
な
目
に
あ
わ
な
い
よ
う
、
年
が
明
け
た
ら
「
元
日
よ
り
胸
算
用

む

な

ざ

ん

よ

う

油
断
な
く
、
一
日
千
金
の
大
晦
日

お

ほ

つ

ご

も

り

を
し

る
べ
し
」
と
②
ケ
イ
コ
ク
す
る
の
で
あ
る
。 

 

大
晦
日
に
は
古
道
具
市
が
立
っ
た
。
わ
ず
か
な
り
と
銭ぜ

に

を
手
に
入
れ
て
借
金
を
払
い
年
を
越
そ
う
と
す
る
庶
民
た
ち
は
、
な
け
な
し
の

道
具
や
衣
類
ま
で
売
っ
て
し
ま
う
。
古
道
具
市
は
、
い
わ
ば
臨
時
の
質
屋
の
よ
う
な
も
の
だ
が
、
そ
こ
で
売
ら
れ
る
も
の
を
見
る
と
、
子

供
の
正
月
用
の
着
物
か
ら
編
み
笠
、
小
皿
、
二
畳
釣
り
の
③
蚊
帳
、
果
て
は
お
不
動
さ
ま
の
像
ま
で
が
持
ち
こ
ま
れ
る
有
様
で
あ
る
。「
こ

よ
ひ
に
な
つ
て
う
る
ほ
ど
の
も
の
、
よ
く
よ
く
さ
し
つ
ま
つ
て
、
皆
あ
は
れ
な
り
」
と
西
鶴
は
書
い
て
い
る
。
大
晦
日
の
夜
に
な
っ
て
売

り
出
す
と
い
う
の
だ
か
ら
、
よ
ほ
ど
さ
し
せ
ま
っ
て
困
り
果
て
た
上
の
こ
と
に
ち
が
い
な
い
と
思
う
と
、
ど
の
品
を
な
が
め
て
も
、
み
な

見
る
も
哀
れ
な
も
の
ば
か
り
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

た
し
か
に
西
鶴
は
長
者
物
語
を
書
い
た
。
ど
う
し
た
ら
身
代
を
築
く
こ
と
が
で
き
る
か
、
長
者
に
な
れ
る
か
、
そ
の
才
覚
を
説
き
、 

Ｘ
浪
費
を
戒
め
、
乙
骨
折
り
を
す
す
め
、
金
銭
を
溜
め
よ
と
教
え
た
。
け
れ
ど
も
、
彼
は
け
っ
し
て
拝
金
主
義
者
で
は
な
か
っ
た
。「
人
の

家
に
あ
り
た
い
の
は
梅
、
桜
、
松
、
楓
」
な
ど
と
い
う
が
、
そ
ん
な
も
の
よ
り
金
銀
米べ

い

銭せ

ん

だ
、
と
い
っ
て
の
け
な
が
ら
、
他
方
で
は
、
た

と
え
万
貫
の
金か

ね

を
持
っ
て
い
て
も
、
老
後
ま
で
身
体
を
使
い
、
心
を
労
し
て
世
を
渡
る
よ
う
な
人
は
、
人
間
の
一
生
は
夢
の
世
だ
と
悟
ら

ぬ
哀
れ
な
人
物
で
、
い
く
ら
金
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
も
何
の
意
味
も
な
い
、
と
断
じ
る
の
で
あ
る
。 

 
 

 
 

Ｂ 
 

 

、
西
鶴
に
は
目
的
意
識
が
ち
ゃ
ん
と
あ
っ
た
の
だ
。
何
の
た
め
に
金
を
溜
め
る
か
、
何
を
目
的
に
せ
っ
せ
と
稼
げ
、
と
い
う

の
か
、
そ
の
目
標
が
し
っ
か
り
見
据
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
を
遊
楽
の
た
め
と
い
う
が
、
そ
の
遊
楽
と
は
、
か
な
ら
ず
し

も
享
楽
、
快
楽
で
は
な
い
。
琵
琶
湖
に
沈
め
て
み
て
も
一
升
の
壺
に
は
一
升
し
か
入
ら
な
い
、
と
彼
は
い
い
、
人
間
何
を
し
た
っ
て
結
構

食
っ
て
い
け
る
の
だ
か
ら
、
「
世
に
住
む
か
ら
は
何
事
も
案
じ
た
る
が
そ
ん
な
り
」
と
説
く
の
で
あ
る
。 

 

つ
ま
り
、
真
の
遊
楽
と
は
、
何
事
に
も
心
を
労
す
る
こ
と
な
く
、
の
ん
び
り
暮
ら
す
こ
と
な
の
で
あ
り
、
別
言
す
れ
ば
、
古
代
ギ
リ
シ

ア
の
哲
人
ゼ
ノ
ン
や
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
求
め
た
「
心
の

平

安

ア
タ
ラ
ク
シ
ア

」
こ
そ
、
結
局
は
西
鶴
の
目
標
だ
っ
た
と
い
え
る
。 
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『
世
間
胸
算
用
』
の
な
か
で
、
西
鶴
は
前
記
の
よ
う
に
裏
長
屋
の
貧
し
い
人
た
ち
の
大
晦
日

お

お

つ

ご

も

り

を
描
い
て
い
る
。
彼
が
あ
ら
た
め
て
お
ど

ろ
い
て
い
る
の
は
、
貧
し
い
長
屋
の
住
人
が
、
貧
し
い
が
ゆ
え
に
掛
買

か

け

が

い
も
で
き
ず
、
す
べ
て
現
金
払
い
で
毎
日
を
過
す
の
で
借
金
取
り

に
責
め
ら
れ
る
こ

と

も
な
く

、

Ｙ
弁
解
し
た
り
、
詫わ

び

言
を

い

っ

た
り
す

る

必
要
も

な

く

、
の

ん

び
り
年

を

越
す

姿
だ

っ
た
。
「
楽
み
は

貧
賤

ひ

ん

せ

ん

に
有あ

り

と
、
古
人
の

詞
こ
と
ば

反
古

ほ

う

ぐ

な
ら
ず
」
と
彼
は
記
し
て
い
る
。
３
楽
し
み
は
貧
し
さ
の
な
か
に
あ
り
、
と
い
っ
た
古
人
の
言
葉
は
ま
こ

と
に
そ
の
通
り
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

た
し
か
に
西
鶴
が
い
ろ
い
ろ
な
作
品
の
な
か
で
力
説
し
た
処
世
術
や
人
生
観
は
、
④
ム
ジ
ュ
ン
だ
ら
け
の
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、

４
そ
の
人
の
偽
ら
ざ
る
思
想
は
、
彼
自
身
、
ど
う
生
き
た
か
、
が
何
よ
り
証あ

か

し
て
い
る
。 

 

で
は
、
西
鶴
自
身
は
ど
う
生
き
た
の
か
。
皮
肉
な
こ
と
に
、
お
び
た
だ
し
い
浮
世
草
子
を
書
き
残
し
な
が
ら
、
作
者
の
西
鶴
に
つ
い
て

は
、
確
実
な
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
森
銑
三
氏
の
よ
う
に
『
好
色
一
代
男
』
を
除
い
て
、
彼
の
作
と
さ
れ
る
大

半
を
疑
う
研
究
者
さ
え
い
る
。
が
、
と
も
か
く
、
彼
は
大
阪
で
人
生
の
大
半
を
送
り
、
大
阪
で
死
ん
だ
⑤
生
粋
の
浪
花
人
だ
っ
た
。
た
ぶ

ん
町
人
の
出
だ
っ
た
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
妻
と
三
人
の
子
供
が
い
た
と
い
う
が
、
妻
は
若
く
し
て
死
ん
だ
。
妻
の
死
後
、
再
婚
し
た
様

子
は
な
く
、
子
供
に
も
先
立
た
れ
て
、
西
鶴
の
中
年
以
降
は
ま
こ
と
に
淋
し
い
暮
し
だ
っ
た
よ
う
だ
。 

 
 

 

Ｃ 
 

 

、
彼
が
人
生
で
最
も
重
視
し
た
晩
年
の
生
活
は
外
見

そ

と

み

に
は
侘わ

び

し
い
一
人
暮
し
で
は
あ
っ
た
が
、
結
構
、
平
安
な
日
々
だ
っ
た

よ
う
に
思
え
る
。
そ
の
様
子
は
、
弟
子
の
北
条
団だ

ん

水す

い

が
編
ん
だ
遺
稿
集
『
西
鶴
名
残
の
友
』
に
収
め
ら
れ
た
随
筆
か
ら
充
分
に
う
か
が
う

こ
と
が
で
き
る 

 

晩
年
の
住
ま
い
は
「
難
波
の
鑓や

り

屋や

町ま

ち

」
に
あ
っ
た
。
い
ま
の
大
阪
市
東
区
槍
屋
町
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
長
屋
暮
し
で
、
両
ど
な
り
の

物
音
が
手
に
と
る
よ
う
に
き
こ
え
る
陋
巷

ろ

う

こ

う

だ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
俳
人
の
其
角
が
江
戸
よ
り
は
る
ば
る
訪
ね
て
き
て
く
れ
た
り
、
ま
た
、

知
人
が
酒
樽
を
送
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
「
自
分
は
下
戸
な
の
に
」
と
、
封
を
切
っ
て
み
る
と
、
彼
の
下
戸
を
ち
ゃ
ん
と
承
知
し
て

、

樽
の
な
か
に
餅
を
つ
め
て
届
け
て
く
れ
た
の
だ
っ
た
。 

 

芭
蕉
は
西
鶴
の
作
品
を
評
価
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
西
鶴
が
浅
ま
し
く
下く

だ

れ
る
姿
」
と
軽
蔑
し
て
い
た
ら
し
い
。
が
、
西
鶴
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の
ほ
う
は
芭
蕉
を
「
只た

だ

俳
諧
に
思
ひ
入
り
て

志
こ
こ
ろ
ざ

し
深
し
」
と
敬
意
を
表
し
て
い
る
。
結
局
、
西
鶴
の
志
も
、
芭
蕉
と
そ
う

距
へ
だ
た

っ
て
は
い
な

か
っ
た
の
だ
。 

 

西
鶴
は
元
禄
六
年
八
月
十
日
に
数
え
五
十
二
歳
で
死
ん
だ
が
、
辞
世
を
こ
う
詠
ん
で
い
る
。 

 
 

浮
世
の
月
見
過
ご
し
に
け
り
末す

ゑ

二
年 

 

人
生
五
十
年
と
い
う
の
を
、
二
年
も
生
き
過
ぎ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
自
分
は
十
二
分
に
人
生
を
堪
能
し
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
あ
れ
ほ
ど
長
者
教
を
説
き
な
が
ら
、
西
鶴
は
長
者
と
無
縁
だ
っ
た
。 

 
 

Ｄ 
 

 

、
彼
が
何
よ
り
も
重
視
し
た
金
銭
と
は
、
彼
自

身
に
と
っ
て
は
、
あ
く
ま
で
「
身
過
ぎ
」
、
す
な
わ
ち
、
浮
世
の
手
だ
て
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

（
森
本
哲
郎
『
生
き
方
の
研
究
』
新
潮
選
書
） 

  

問
一 

傍
線
①
、
②
、
④
の
片
仮
名
を
漢
字
に
改
め
な
さ
い
。
ま
た
、
③
、
⑤
の
漢
字
の
読
み
方
を
平
仮
名
で
記
し
な
さ
い
。 

 

問
二 

空
欄
Ａ
～
Ｄ
に
入
る
適
当
な
語
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
符
号
で
記
し
な
さ
い
。 

  
 

 

イ 

つ
ま
り 

 

ロ 

そ
し
て 

 

ハ 

し
か
し 

 

ニ 
や
は
り 

 

ホ 

し
た
が
っ
て 

 

問
三 

傍
線
甲
、
乙
を
使
っ
た
慣
用
句
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
記
し
な
さ
い
。 

 

問
四 

傍
線
Ｘ
の
対
義
語
と
傍
線
Ｙ
の
類
義
語
を
そ
れ
ぞ
れ
漢
字
で
記
し
な
さ
い
。 
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問
五 

傍
線
１
に
つ
い
て
、
西
鶴
の
哲
学
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
文
中
の
語
句
を
用
い
て
四
十
字
以
内
で
記
し
な
さ
い
。 

 

問
六 
傍
線
２
に
つ
い
て
、
西
鶴
に
と
っ
て
金
銭
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
文
中
よ
り
五
字
前
後
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。 

 

問
七 

傍
線
３
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
文
中
の
語
句
を
用
い
て
九
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。 

 

問
八 

傍
線
４
に
つ
い
て
、
西
鶴
が
ど
う
生
き
た
か
を
通
し
て
理
解
さ
れ
る
西
鶴
の
「
偽
ら
ざ
る
思
想
」
を
、
文
中
の
語
句
を
用
い
て 

九
十
字
以
内
で
分
か
り
や
す
く
述
べ
な
さ
い
。 

  


