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1　

１　

こ　
　

２　

が
ん
ち
く　
　

３　

そ
く
ば
く　
　

４　

供　
　

５　

設
営　
　

６　

補
給

2　

１　
〔
例
〕　

見
事

　
　

２　
〔
例
〕　

玄
知
が
梅
の
木
を
買
う
（
こ
と
。
）（
９
字
）

　
　

３　

そ
こ
な
わ
ざ
る
よ
う
に

　
　

４　

イ

　
　

５�　
〔
例
〕　

買
っ
た
梅
の
木
を
、
い
つ
ま
で
も
そ
の
ま
ま
の
場
所
に
置
く
よ
う
、
玄
知
が
言
っ
た
か

ら
。（
35
字
）

配
点　

1
、2 

３
は
各
１
点
、
他
は
各
2
点　
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点
満
点

〈
解
説
〉

1１�　

「
乞
う
」
は
「
他
人
に
物
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
求
め
る
」
「
何
か
を
し
て
く
れ
る
よ
う
願
う
」
と

い
う
意
味
の
動
詞
。
「
い
と
ま
を
乞
う
」
は
「
休
暇
を
願
い
出
る
。
ひ
ま
を
も
ら
う
」
、
「
別
れ
の
挨

拶
を
す
る
。
別
れ
を
告
げ
る
」
と
い
う
二
つ
の
意
味
が
あ
る
慣
用
表
現
。

２�　

「
含
蓄
」
は
「
中
に
ふ
く
み
を
も
っ
て
い
る
こ
と
」
で
、
多
く
の
場
合
「
表
現
が
、
あ
る
意
味
を
含

み
も
つ
こ
と
」
「
深
い
意
味
が
ひ
そ
ん
で
い
る
こ
と
」
「
表
現
に
味
が
あ
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
用

い
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
含
蓄
の
あ
る
話
」
と
は
「
深
い
意
味
を
も
つ
話
」
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
含
」
の
訓
読
み
は
「
ふ
く
（
む
）」
、
「
蓄
」
の
訓
読
み
は
「
た
く
わ
（
え
る
）」
で
あ
る
。

３�　

「
束
縛
」
は
「
し
ば
り
捕
え
る
こ
と
」
で
、
多
く
の
場
合
「
行
動
や
働
き
に
制
限
を
加
え
て
自
由
を

奪
う
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。
「
束
縛
」
の
対
義
語
は
「
自
由
」
「
解
放
」
で
、
「
束
」

の
訓
読
み
は
「
た
ば
」
、
「
縛
」
の
訓
読
み
は
「
し
ば
（
る
）」
で
あ
る
。

４�　

「
供
」
は
「
そ
な（
え
る
）」
の
ほ
か
に
「
と
も
」
と
い
う
訓
読
み
も
あ
る
。
音
読
み
は
「
キ
ョ
ウ
」

で
、
「
供
給
」
「
提
供
」
な
ど
の
熟
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
「
そ
な
え
る
」
に
は
、
「
供
え
る
」
以

外
に
「
備
え
る
」
と
い
う
同
訓
異
字
が
あ
る
が
、
神
仏
や
貴
人
に
物
を
と
と
の
え
て
差
し
あ
げ
る
場
合

は
「
供
え
る
」
を
用
い
、
前
も
っ
て
準
備
し
て
お
く
、
十
分
に
整
え
そ
ろ
え
る
と
い
う
場
合
は
「
備
え

る
」
を
用
い
る
と
い
う
使
い
分
け
が
あ
る
。

５�　

「
設
営
」
は
「
あ
る
事
を
す
る
た
め
に
必
要
な
建
物
・
施
設
・
会
場
な
ど
を
、
前
も
っ
て
準
備
す
る

こ
と
」
と
い
う
意
味
。
「
設
」
の
訓
読
み
は
「
も
う
（
け
る
）」
、
「
営
」
の
訓
読
み
は
「
い
と
な

（
む
）」
で
あ
る
。

６�　

「
補
給
」
は
「
足
り
な
く
な
っ
た
分
を
お
ぎ
な
う
こ
と
」
と
い
う
意
味
。
「
補
」
の
訓
読
み
は
「
お

ぎ
な（
う
）」
で
あ
る
。
「
補
」
に
は
、
「
捕
」
「
哺
」
「
舗
」
と
い
う
、
形
が
似
て
い
て
「
ホ
」
と
音

読
み
す
る
漢
字
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
。

2
　

�　

「
春
波
楼
筆
記
」
は
、
江
戸
後
期
の
蘭
学
者
、
洋
画
家
と
し
て
知
ら
れ
る�

司し

馬ば

江こ
う

漢か
ん

が
著
し
た
随
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筆
集
。
著
者
の
目
に
映
っ
た
江
戸
時
代
末
期
の
社
会
風
俗
に
つ
い
て
感
じ
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
、
ま

た
、
人
間
観
、
死
生
観
、
学
問
観
な
ど
が
記
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
世
相
を
う
か
が
う
う
え
で
貴
重
な

資
料
と
な
っ
て
い
る
。

１�　

古
文
に
お
け
る
「
を
か
し
」
は
「
普
通
と
は
異
な
る
格
別
な
趣
の
あ
る
さ
ま
」
を
表
す
こ
と
が
多
く
、

「
風
情
が
あ
る
」
「
興
味
深
い
」
「
優
美
だ
」
「
見
事
だ
」
な
ど
と
現
代
語
訳
す
る
。
本
文
の
場
合
は
、

梅
の
花
が
咲
い
て
い
る
様
子
を
「
を
か
し
」
と
表
現
し
て
お
り
、
「
見
事
だ
」
「
優
美
だ
」
「
立
派

だ
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
判
断
す
る
。

２�　

傍
線
部
②
よ
り
前
の
内
容
を
し
っ
か
り
と
把
握
す
る
。
玄
知
と
い
う
人
物
が
、
見
事
に
咲
い
た
梅
の

花
を
気
に
入
り
、
そ
の
梅
の
木
の
持
ち
主
に
そ
の
木
を
売
っ
て
ほ
し
い
と
頼
ん
だ
。
そ
の
申
し
出
に
対

し
、
梅
の
木
の
持
ち
主
は
、
い
っ
た
ん
は
断
っ
た
が
、
高
値
を
付
け
ら
れ
た
の
で
、
や
む
を
え
ず
そ
の

梅
の
木
を
売
る
こ
と
に
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
望
ん
だ
内
容
と
は
、
「
玄
知
が
梅
の
木

を
買
う
こ
と
」
で
あ
る
。

３�　

古
文
に
出
て
く
る
語
頭
以
外
の
「
は
・
ひ
・
ふ
・
へ
・
ほ
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
わ
・
い
・
う
・
え
・

お
」
に
直
す
。
よ
っ
て
、
「
は
」
を
「
わ
」
に
直
せ
ば
よ
い
。
ま
た
、
「
ア
段
の
音
＋
う
」
は
「
子
音

＋
お
う
」
と
読
む
（
例
え
ば
「
さ
う
ら
ふ
」
は
「
そ
う
ろ
う
」
と
読
む
）
と
い
う
法
則
に
従
い
、
「
や

う
」
の
部
分
を
「
よ
う
」
に
改
め
る
。

４�　

最
後
に
あ
る
玄
知
の
会
話
文
に
「
た
だ
、
わ
が
物
に
し
て
、
花
を
見
る
こ
そ
望
み
な
れ
（
＝
た
だ
自

分
の
所
有
物
と
し
て
梅
の
花
を
見
る
こ
と
だ
け
が
私
の
望
み
で
あ
る
）」
と
あ
る
の
に
注
目
す
る
。
玄

知
が
梅
の
木
を
買
い
取
っ
た
の
は
、
見
事
に
咲
く
梅
の
花
を
自
分
の
所
有
物
と
し
て
見
た
か
っ
た
か
ら

で
、
そ
の
花
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
梅
の
木
を
わ
ざ
わ
ざ
自
分
の
家
に
移
植
す
る
必
要
は
な
い
と

玄
知
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

５�　

古
文
に
お
け
る
「
あ
や
し
」
は
「
普
通
で
は
な
い
事
物
、
正
体
の
は
っ
き
り
し
な
い
事
物
に
対
し
て

不
可
解
に
思
う
さ
ま
」
を
表
し
、
「
不
思
議
だ
・
神
秘
的
だ
」
「
お
か
し
い
・
変
だ
」
「
珍
し
い
」
「
不

都
合
だ
」
「
不
安
だ
・
気
が
か
り
だ
」
「
み
っ
と
も
な
い
・
見
苦
し
い
」
な
ど
と
現
代
語
訳
す
る
。
本

文
の
場
合
は
、
高
値
で
買
い
取
っ
た
梅
の
木
を
、
今
あ
る
梅
園
に
そ
の
ま
ま
ず
っ
と
置
い
て
お
い
て
ほ

し
い
と
玄
知
に
言
わ
れ
た
た
め
、
梅
の
木
の
（
元
の
）
持
ち
主
が
「
買
い
取
っ
た
も
の
を
自
分
の
家
に

運
ぶ
こ
と
を
断
る
な
ん
て
、
不
思
議
な
こ
と
だ
」
と
思
っ
て
い
る
様
子
を
「
あ
や
し
」
と
表
現
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
〔
大
意
〕

　

�　

玄
知
は
出
雲
の
国
（
現
在
の
島
根
県
東
部
）
の
人
物
で
、
風
流
を
好
ん
で
い
た
。
あ
る
日
、
山
里
を

歩
い
て
い
る
と
梅
園
が
あ
っ
た
。
梅
の
花
が
今
を
盛
り
と
ば
か
り
に
見
事
に
咲
い
て
い
た
の
で
、
梅
の

木
の
主
を
訪
ね
て
、
そ
の
梅
の
木
を
買
い
た
い
と
言
っ
た
。（
梅
の
木
の
主
は
）
強
く
拒
ん
だ
が
、（
玄

知
が
）
高
値
を
提
示
し
て
買
い
取
る
こ
と
を
望
ん
だ
の
で
、
仕
方
な
く
（
梅
の
木
を
売
り
渡
す
こ
と
を
）

約
束
し
た
。
玄
知
は
、
あ
く
る
日
に
酒
と
魚
を
持
っ
て
そ
の
梅
の
木
の
下
に
や
っ
て
来
て
、（
花
見
を
）

大
い
に
楽
し
ん
だ
。
梅
の
木
の
主
は
こ
れ
（
＝
梅
の
花
を
見
て
楽
し
む
玄
知
の
様
子
）
を
見
て
、
「（
梅

の
木
の
）
根
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
掘
り
と
っ
て
、
明
日
に
で
も
（
あ
な
た
の
家
に
）
持
っ
て
い
き
ま

し
ょ
う
」
と
言
っ
た
。
玄
知
が
言
う
に
は
、
「
い
い
え
、（
私
の
家
に
梅
の
木
を
）持
っ
て
く
る
必
要
は

な
い
。（
こ
の
梅
の
木
は
）
い
つ
ま
で
も
こ
こ
に
置
い
て
お
い
て
ほ
し
い
」
と
（
言
っ
た
）。
梅
の
木
の

主
は
、
と
て
も
不
思
議
に
思
っ
て
、
「
そ
れ
な
ら
ば
梅
の
果
実
が
熟
し
た
ら
ど
う
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ



う
か
」
と
（
玄
知
に
）
尋
ね
た
。（
す
る
と
玄
知
は
、
）
「
梅
の
果
実
は
（
私
に
と
っ
て
）
用
な
し
（
の

も
の
）
で
あ
る
。
た
だ
自
分
の
所
有
物
と
し
て
梅
の
花
を
見
る
こ
と
だ
け
が
私
の
望
み
で
あ
る
」
と
言

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。


