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西
施

せ

い

し

（
と
い
う
美
女
の
魅
力
）
で
は
呉
国
を
滅
ぼ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
後
世
の
人
々
が
亡
国
の
罪
を
西
施
に
か
ぶ
せ
る
の
は
誤
り
で
あ

る
。
も
し
呉
王
が
、
宰
相
の
伯 は

く

嚭 ひ

の
讒
言

ざ
ん
げ
ん

（
「
伍 ご

胥 し
ょ

は
あ
な
た
を
裏
切
り
ま
す
」

と
い
う
虚
偽
の
中
傷
）
を
信
じ
て
伍
胥
を
殺
す
よ
う
な
こ
と
を
せ
ず
、
内
政
を

固
め
、
外
敵
に
備
え
た
な
ら
ば
、
西
施
は
た
か
だ
か
一
人
の
侍
女
に
過
ぎ
な
い

の
で
、（
彼
女
が
絶
世
の
美
女
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
彼
女
は
何
事
を
も
為

し
え
な
い
。 

当
時
の
越
国
は
王
が
苦
難
に
耐
え
臣
下
の
文 ぶ

ん

種 し
ゅ

・
范 は

ん

蠡 れ
い

が
秘
策
を
実
行
し
、

恨
み
を
忘
れ
ず
、
日
夜
呉
王
の
隙 す

き

を
狙
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
一
方
の
呉
王
は

は
る
か
か
な
た
に
遠
征
し
、
黄
池

こ

う

ち

に
お
い
て
諸
侯
の
上
に
立
と
う
と
争
い
、
艾 が

い

陵
り
ょ
う

に
お
い
て
い
け
に
え
の
血
を
祭
器
に
ぬ
っ
て
戦
い
を
始
め
、
際
限
な
く
軍
を

繰
り
出
し
た
た
め
に
、
平
和
で
戦
争
の
な
い
時
期
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
こ

の
隙 す

き

を
つ
い
て
越
軍
が
呉
に
侵
入
し
本
拠
地
を
壊
滅
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
事
情
な
の
で
た
と
え
西 せ

い

施 し

が
い
な
く
て
も
、
呉
の
滅
亡
は
必
至

ひ

っ

し

で
あ
っ

た
。 



 
い
ま
呉
の
亡
国
を
考
察
す
る
と
秦
の
苻 ふ

堅 け
ん

と
同
類
に
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

淫
乱
と
聡
明
に
つ
い
て
苻 ふ

堅 け
ん

と
呉
王
で
は
多
少
異
な
る
。
し
か
し
秦
の
滅
亡
は

晋 し
ん

の
討
伐
に
失
敗
し
た
た
め
で
あ
り
、
呉
の
滅
亡
は
内
政
を
お
ろ
そ
か
に
し
て

遠
征
を
続
け
た
た
め
で
あ
り
、
亡
国
に
至
る
ま
で
の
両
者
の
道
筋
は
一
つ
で
あ

る
。
か
く
し
て
私
は
知
る
。「
優
れ
た
兵
器
は
自
分
を
傷
つ
け
」「
遠
く
を
攻
め

る
者
は
近
く
を
忘
れ
る
」
と
い
う
昔
か
ら
の
格
言
は
決
し
て
お
ろ
そ
か
に
し
て

は
な
ら
な
い
の
だ
。 

※
訳
注 

１
淫
乱
←
荒
淫
：
注
11
「
酒
色
」
と
異
な
る 

２
お
ろ
そ
か
に
し
て
は
な
ら
な
い
←
他
の
も
の
に
取
り
替
え
て
は
い
け
な
い
←

易 か

ふ
べ
か
ら
ず 

音
読
用
書
き
下
し
文 

 

西
施

せ

い

し

能 よ

く
呉 ご

を
亡 ほ

ろ

ぼ
す
に
非
ざ
る
な
り
。
而 し

か

る
に
後 こ

う

世 せ
い 

亡 ぼ
う

国 こ
く

の
罪
を
以 も

っ

て
之 こ

れ

を
西
施
に
帰 き

す
る
は
、
過

あ
や
ま

て
り
。
使 も

し
呉 ご

王 お
う 

宰 さ
い

嚭 ひ

を
信
じ
て
伍
胥

ご

し

ょ

を
殺
さ
ず
、

内 う
ち

は
国
政
を
修
め
、
外 そ

と

は
敵
人
に
備
へ
ば
、
西
施
は
一 い

ち

嬪 ひ
ん

嬙
し
ゃ
う

の
み
な
れ
ば
、
何

を
か
能 よ

く
為 な

さ
ん
。
当
時
句
践

こ
う
せ
ん

の
堅
忍

け
ん
に
ん

、
種 し

ゅ

・
蠡 れ

い

の
陰
計

い
ん
け
い

を
以
て
、
臥
薪
嘗
胆

が
し
ん
し
ょ
う
た
ん

し

日 ひ
び

に
其 そ

の
後

う
し
ろ

を
伺

う
か
が

ふ
。
而 し

か

る
に
乃

す
な
は

ち
（
乃
ち
＝
か
え
っ
て
）
遠
く
数
千
里
に
出 い

で
、

長
ち
ゃ
う

を
黄
池

こ

う

ち

の
間 か

ん

に
争
ひ
、
釁 き

ん

を
艾 が

い

陵
り
ょ
う

の
上
に
搆 か

ま

へ
、
師 し

を
窮 き

は

め
武 ぶ

を
黷 け

が

し
、
殆

ほ
と
ん



ど
寧 ね

い

歳 さ
い

無
し
。
越
人

え
つ
じ
ん

其 そ

の
空
虚
に
乗
じ
て
其
の
巣 そ

う

穴 け
つ

を
傾

か
た
む

く
。
此 こ

れ
即 た

と

ひ
西
施

せ

い

し

無
く
と
も
、
豈 あ

に
亡 ほ

ろ

び
ざ
る
者
有
ら
ん
や
。 

吾 わ
れ

呉 ご

の
亡 ほ

ろ

ぶ
る
を
観 み

る
や
、
秦 し

ん

の

苻 ふ

堅 け
ん

と
相 そ

う

類 る
い

す
。
二
君
の
荒
淫

こ
う
い
ん

と
精
明
と
は
固 も

と

よ
り
年 と

し

を
同
じ
く
し
て
語
る
べ

か
ら
ず
。
而 し

か

れ
ど
も
秦
の
亡
ぶ
る
は
晋 し

ん

を
伐 う

ち
て
潰 つ

ひ

ゆ
る
を
致 い

た

す
を
以 も

っ

て
し
、

呉
の
亡
ぶ
る
は
境

さ
か
い

を
越
え
て
内

救

な
い
き
ゅ
う

及 お
よ

ば
ざ
る
を
以 も

っ

て
す
。
其 そ

の
轍 て

つ

は
一 い

つ

な
り
。

然 し
か

る
後 の

ち

に
「
佳 か

兵 へ
い

は
自

み
ず
か

ら
焚 や

き
」
て
「
遠
き
を
攻 せ

む
る
者
は
近
き
を
遺 わ

す

る
」、
元 げ

ん

亀 き

・
格 か

く

言 げ
ん

の
必
ず
易 か

ふ
べ
か
ら
ざ
る
を
知
る
な
り
。 

１ 

４
行
目
…
「
臥
薪
嘗
胆

が
し
ん
し
ょ
う
た
ん

」 

「
臥 が

薪 し
ん

嘗
し
ょ
う

胆 た
ん

」
は
「
皮
膚
を
痛
め
る
薪

た
き
ぎ

の

上
に
寝
て
（
臥 ふ

し
）、
苦 に

が

い
胆 き

も

を
嘗 な

め
、
そ
の
た
び
ご
と
に
相
手
に
対
す
る
恨
み

を
忘
れ
な
い
」
と
い
う
四
字
熟
語
で
、
本
文
で
の
意
味
は
「
復
讐
の
た
め
の
苦

痛
に
耐
え
る
こ
と
」。『
十
八
史
略
』
で
は
越
王
に
父
を
殺
さ
れ
た
呉
王
が
「
臥

薪
」、
そ
の
呉
王
に
負
け
た
越
王
が
「
嘗
胆
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
い

ず
れ
も
越
王
の
行
為
で
あ
る
。 

 

２ 

６
行
目
…
「
哉 や

」
と
読
ん
で
お
く
。
読
ま
な
く
と
も
よ
い
。 

３ 

８
行
目
…
出
題
者
は
「
晋 し

ん

を
伐 う

ち
潰 つ

ひ

ゆ
る
」
と
読
ん
で
い
る
が
、
意
味
が

わ
か
り
や
す
い
訓
読
に
な
る
の
で
「
晋 し

ん

を
伐 う

ち
て
潰 つ

ひ

ゆ
る
」
と
読
ん
で
お
く
。 

寸
評 

[

今
の
世
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
！]

と
叫
ん
で
常
識
を
批
判
し
、
自
説
を

主
張
す
る
論
文
の
典
型
。 



解
説 

【
筆
者
の
主
張
を
つ
か
む
】 

ス
テ
ッ
プ
１ 
最
初
の
２
行
を
見
る 

「
西
施

せ

い

し

…
呉 ご

を

亡
ほ
ろ
ぼ

す
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」
。
筆
者
の
主
張
は
最
初
と
最
後
に
来

る
の
で
、
冒
頭
の
こ
の
文
は
筆
者
の
主
張
だ
。 

傍
線
Ａ
は
読
め
な
い
が
、
「
世
」
が
あ
る
の
で
、[

今
の
世
は
ま
ち
が
っ
て
い

る
！]

に
よ
り
、
た
だ
ち
に
問
２
の
選
択
肢
を
見
る
。 

問
２{

今} 

す
る
と
、「
世
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
」
と
い
う
ポ
イ
ン
ト
だ
け
で
次
の

よ
う
に
選
択
肢
が
し
ぼ
ら
れ
る
。 

 
 

世
は
ま
ち
が
っ
て
い
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＝ 

(ⅱ)

解
釈 

 
 
 

④ 

世
…
間
違
っ
て
い
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＝ 

(ⅰ)

書
き
下
し
文 

①
③
世
…
過

あ
や
ま

て
り 

  

(ⅱ)

解
釈
④
「
呉
の
国
が
滅
ん
だ
の
を
西
施
の
せ
い
に
す
る
の
は
」
に
よ
り
、
(ⅰ)

書
き
下
し
文
の
正
解
は
①
「
亡
国
の
罪
を
以
て
之 こ

れ

を
西
施
に
帰 き

す
る
は
」
だ
ろ

う
。
そ
こ
で
、 

 

次
に
、[

対
比
に
注
意
！]

に
よ
り
問
２
の
正
解
候
補
を
使
っ
て
、
１
行
目
を

対
比
で
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
論
理
は
ぴ
っ
た
し
。 

 
 

 
 



 
筆
者
：
西
施
が
呉
を
滅
ぼ
し
た
の
で
は
な
い 

 
 
 
 
 
 
⇔

対
比 

 
 

後
世
：
呉
の
滅
亡
を
西
施
の
せ
い
に
す
る 

 
 
 

 
 
 

↑ 
 

 
 

後
世
（
の
人
）
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
！
と
筆
者
が
非
難 

  
[

今
の
世
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
！]

の
「
今
」
が
傍
線
Ａ
に
な
い
が
、
「
後
世
」

が
「
今
」
に
相
当
す
る
。
後
の
世
の
人
の
判
断
が
そ
の
ま
ま
今
の
世
の
常
識
と

な
っ
て
お
り
、
そ
の
常
識
を
筆
者
が
批
判
し
て
い
る
の
だ
。 

 

一
問
解
け
て
３
分
が
経
ち
、
筆
者
の
主
張
の
一
部
「
西
施
が
呉
を
滅
ぼ
し
た

の
で
は
な
い
」
も
わ
か
っ
た
。
こ
れ
で
十
分
。
こ
れ
が
大
事
。 

問
３ 

 

（
ア
）{

漢}
{

疑
？}

{

注} 

 

「
何
を
か
能 よ

く
為 な

さ
ん
」
と
そ
の
前
を
訳
す
。「
耳 の

み

＝
だ
け
」、「
能 よ

ク

＝
で
き
る
」、

「
何
を
か
」
は
疑
問
、
「
嬪 ひ

ん

嬙
し
ょ
う

」
は
注
４
「
王
に
仕
え
る
宮
女
」
な
の
で
、
次

の
よ
う
に
し
て
（
ア
）
の
主
語
が
西
施
と
わ
か
る
。 

訓
読
：
西
施
は
一
嬪 ひ

ん

嬙
し
ょ
う

の
み
な
れ
ば
、
ア

何
を
か
能
く
為
さ
ん 

訳
１
：
西
施
は
王
に
仕
え
る
一
宮
女
だ
け
な
の
で
、
彼
女
は
ア

何
が
で
き
よ
う

か
？ 

訳
２
：
西
施
は
王
に
仕
え
る
一
人
の
宮
女
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
彼
女
に
ア

何
が
で

き
よ
う
か
？ 

 

機
械
的
直
訳
の
訳
１
を
修
正
し
て
訳
２
を
用
意
し
た
が
、
訳
１
の
段
階
で
も



正
解
に
は
至
る
。 

（
イ
）{
注}

{
対
比} 

 

注
１
を
見
る
と
、
呉
と
越
の
戦
い
だ
と
わ
か
る
の
で
、
対
比
さ
れ
て
い
る
の

は
呉
王
と
越 え

つ

王 お
う

句 こ
う

践 せ
ん 

。
こ
の
対
比
に
頼
っ
て
第
二
段
落
の
最
初
か
ら
二
重
傍
線

イ
ま
で
を
整
理
す
る
と
次
の
と
お
り
。 

 

○
呉
「
も
し
呉
王
が
…
ば
、
西
施
は
…
何
が
で
き
よ
う
か
。」 

 

○
越
「
当
時
（
越
王
）
句
践
の
堅
忍
…
を
も
っ
て
…
（
イ
が
）
其
の
後
を
う

か
が
う
」 

 

こ
こ
で
「
後
」
の
熟
語
を
考
え
て
「
背
後
」
の
「
後
」
だ
と
わ
か
る
と
次
の

よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。 

 
 
 
 

イ
が 

 

其 そ

の
背
後
を
う
か
が
う 

 
 
 
 

＝ 

 
 
 
 

越
王
が 

呉
王
の
背
後
を
う
か
が
う 

 

（
イ
）
の
主
語
が
越
王
句
践
だ
と
す
る
と
正
解
は
③
と
な
る
が
、
慎
重
を
期

す
た
め
、
次
に
進
む
。 

（
ウ
）{

対
比} 

 

対
比
に
注
意
し
な
が
ら
読
み
進
む
と
次
の
よ
う
な
対
比
が
登
場
す
る
。 

Ｘ 

ウ
が  

「
ウ

遠
く
数
千
里
に
出 い

で
、
代
表
の
座
を
争
い
注
７

」 

 
 
 
⇔
 

Ｙ 

越
人
が
「
其 そ

の
空
虚
に
乗
じ
て
其
の
巣
穴
を
傾
く
」 

 

こ
こ
で
、「
遠
く
数
千
里
に
出
」
た
の
が
呉
王
だ
と
す
れ
ば
、
呉
国
に
は
王
が

い
な
い
の
だ
か
ら
「
其
の
空
虚
」
は
「
呉
王
の
空
虚
（
不
在
）
」。
そ
の
隙 す

き

を
つ



い
て
越
王
が
呉
国
を
滅
亡
さ
せ
た
と
な
れ
ば
、
論
理
は
ぴ
っ
た
し
。
そ
こ
で
ウ

の
主
語
は
呉
王
と
な
り
、
正
解
は
間
違
い
な
く
③
。 

問
１ 

{

熟} 
（
１
） 

１ 

熟
語
に
す
る 

 

「
寧 ね

い

歳 さ
い

」
の
「
寧
」
を
熟
語
に
す
る
と
「
安 あ

ん

寧 ね
い

」
で
あ
り
、「
安
寧
秩
序
」
と

い
う
四
字
熟
語
も
あ
る
か
ら
正
解
候
補
は
「
治
安
が
改
善
さ
れ
た
」
①
。
ま
た

174

に
よ
っ
て
「
安
」
を
も
う
ひ
と
ひ
ね
り
す
る
と 

「
安
寧
」 

 
 
 
 
 
 

↓ 

「
平
安
」 

 

↓ 

「
平
和
」 

な
の
で
「
平
和
で
戦
争
の
な
い
」
②
。 

２ 

正
確
な
訳
か
？ 

 

①
の
「
治
安
が
改
善
さ
れ
た
」
は
治
安
の
「
改
善
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
だ

け
な
の
で
、
完
全
に
治
安
が
確
保
さ
れ
た
、
完
全
な
「
平
安
・
安
寧
・
寧
」
と

は
言
え
な
い
。
①
は
治
安
の
程
度
の
差
を
利
用
し
た
巧
妙
な
ヒ
ッ
カ
ケ
選
択
肢
。

「
平
和
で
戦
争
の
な
い
」
②
は
完
全
な
平
安
・
安
寧
な
の
で
、「
寧
」
の
正
確
な

訳
だ
。
こ
れ
が
正
解
。 

 

①
に
ひ
っ
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、 

正
解
は 

正
確
な
訳
で
作
ら
れ
る 

と
い
う
原
点
に
帰
ろ
う
。 

（
２
）
上
下
ほ
ぼ
同
じ
意
味
の
熟
語
を
作
る
だ
け 



 
「
相
類
」
の
「
相
」
の
熟
語
は
「
相
互
」「
相
似
」
な
の
で
正
解
は
③
の
「
互

い
に
似
て
い
る
」
。
「
類
」
の
熟
語
が
「
同
類
」
な
の
で
④
の
「
意
見
を
同
じ
く

す
る
」
も
あ
り
う
る
が
、「
意
見
を
」
が
原
文
に
な
い
の
で
キ
ズ
。 

問
４ 

{

主
張}{

注} 

① 

「
呉
国
の
滅
亡
原
因
は
西
施
で
は
な
い
！
」
と
主
張
す
る
筆
者
に
対
し
、

問
２
に
よ
り
「
呉
国
の
滅
亡
原
因
は
西
施
だ
」
と
す
る
の
が
後
世
の
通
常
の
見

解
。
そ
こ
で
①
「
呉
の
滅
亡
は
呉
王
に
…
求
め
る
べ
き
と
い
う
従
来
の
見
解
」

は
、「
従
来
の
」
が
キ
ズ
。 

② 

「
越
の
軍
隊
を
攻
撃
す
る
た
め
に
、
呉
が
ひ
そ
か
に
力
を
蓄
え
て
い
た
」

が
問
３
（
イ
）
に
よ
り
キ
ズ
。「
ひ
そ
か
に
力
を
蓄
え
て
い
た
」
の
は
越
だ
っ
た
。 

③ 

③
は
注
７
「（
呉
王
が
）
他
国
の
諸
侯
と
…
争
う
」
に
よ
り
「
呉
と
越
の
戦

い
…
が
長
年
…
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
」
が
キ
ズ
。 

④ 

④
は
、「
呉
の
首
都
を
『
巣 そ

う

穴 け
つ

』
に
喩 た

と

え
…
呉
を
滅
ぼ
す
こ
と
は
小
動
物
を

捕
え
る
よ
う
に
容
易
…
」
と
し
て
、「
巣 そ

う

穴 け
つ

」
に
い
る
の
は
小
動
物
だ
と
決
め
つ

け
て
い
る
。
し
か
し
、「
巣 そ

う

穴 け
つ

＝
す
あ
な
」
に
は
大
き
な
熊
や
凶
暴
な
虎
も
い
る
。

そ
し
て
熊
や
虎
を
捕
え
る
の
は
決
し
て
「
容
易
」
で
は
な
い
。 

⑤ 

⑤
「
仮
定
形
」
は
原
文
「
即 た

と

ひ
…
と
も
」、
⑤
「
反
語
形
」
は
原
文
「
豈 あ

に

…
ん
や
」、
⑤
「
呉
の
滅
亡
に
対
す
る
従
来
の
見
解
を
否
定
し
、
筆
者
自
身
の
意

見
を
強
く
主
張
」
は
問
２
の
作
業
に
よ
り
正
し
い
。
よ
っ
て
⑤
が
正
解
。 

問
５{

注} 

 

説
明
・
注
で
正
解
つ
か
め
！1

76

を
使
う
。
問
５
の
説
明
「
呉
王
と
苻
堅
の
歩



ん
だ
道
は
同
じ
で
あ
っ
た
」
を
利
用
し
て
８
行
目
「
而 し

か

れ
ど
も
」
以
下
を
読
ん

で
み
る
と
、
次
の
と
お
り
。 

○
秦
の
亡 ほ

ろ

ぶ
る
は
晋 し

ん

を
伐 う

ち
潰 つ

ひ

ゆ
る
を
致 い

た

す
を
以 も

っ

て
し
、 

○
呉
の
亡
ぶ
る
は
境

さ
か
ひ

を
越
え
て
内

救

な
い
き
ゅ
う

及 お
よ

ば
ざ
る
を
以
て
す
。 

○
呉
王
と
（
秦
の
）
苻 ふ

堅 け
ん

の
歩
ん
だ
道
は
同
じ 

  

す
る
と
、
両
者
の
「
亡 ほ

ろ

ぶ
る
」
原
因
は
い
ず
れ
も
「（
国
）
境
を
越
え
て
他
国

（
晋
）
を
伐 う

」
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
正
解
は
、
④
の
「
他
国
を
侵
略
」
か
⑤
の

「
他
国
に
遠
征
」。
④
は
、「
有
能
な
人
物
を
殺
害
」
が
秦
の
苻
堅
に
な
い
の
と
、

「（
他
国
）
で
大
敗
」
が
呉
王
に
な
い
と
い
う
二
点
が
キ
ズ
。
あ
せ
っ
て
い
て
も

ど
ち
ら
か
に
は
気
づ
く
だ
ろ
う
。 

 

な
お
⑤
の
「
自
国
の
危
機
に
気
付
か
な
か
っ
た
」
は
秦
の
苻
堅
に
な
い
の
で

こ
れ
も
キ
ズ
だ
が
、
出
題
者
は
注
11
で
「
荒 こ

う

淫 い
ん

」
を
説
明
し
て
「
酒
色
に
お
ぼ

れ
る
」
と
し
て
い
る
。
大
酒
を
飲
ん
で
女
の
子
の
お
尻
（
色
）
を
お
っ
か
け
ま

わ
し
て
ば
か
り
い
れ
ば
、
政
治
が
乱
れ
自
国
が
危
機
に
陥
る
の
は
当
然
。
し
た

が
っ
て
秦
の
苻
堅
に
つ
い
て
も
、
⑤
「
自
国
の
危
機
に
気
付
か
な
か
っ
た
」
こ

と
に
な
る
。 

 

こ
う
し
て
⑤
が
正
解
と
な
る
が
、
受
験
生
は
深
読
み
す
る
こ
と
な
く
キ
ズ
の

少
な
い
方
を
選
ん
で
お
け
ば
よ
い
。 

問
６ 

{

注}
{

主
張} 

１ 

説
明
・
注
で
正
解
つ
か
め
！1

76

で
訳
す
。 



 
問
６
の
説
明
文
で
「
引
用
」
と
あ
る
の
で
、
傍
線
Ｃ
の
直
前
で
引
用
さ
れ
て

い
る
「
佳 か

兵 へ
い

（
優
秀
な
兵
器
）
注12

は
自

み
ず
か

ら
を

焚 や

く
」・「
遠
き
を
攻
む
る
は
近
き

を
わ
す
れ

る
」
と
い
う
二
つ
の
こ
と
わ
ざ
を
訳
す
と
次
の
と
お
り
。 

 
 

優
秀
な
兵
器
は 

 

自
分
を
焼
く 

 
 

遠
征
攻
撃
す
れ
ば 
近
い
○
○
を
忘
れ
る 

 

こ
こ
で
、[

近
い
○
○
＝
自
分]
し
か
あ
り
え
な
い
の
で
、
二
つ
の
こ
と
わ
ざ

を
合
わ
せ
る
と
正
解
候
補
④
に
な
る
。 

 
 
 

優
秀
な
兵
器
で 

遠
征
攻
撃
す
れ
ば 

 
 
 

近
い
自
分
を
忘
れ
て 

焼
く 

 
 
 
 

 
 
 
 

＝ 

 
 

④
軍
事
力
を
…
行
使
す
る
と
…
自 

滅 

２ 

説
明
・
注
で
正
解
つ
か
め
！
で
選
択
肢
を
確
認
す
る 

 

④
の
「
軍
事
力
を
安
易
に
行
使
す
る
」
の
「
安
易
に
」
は
、
注
９
「
軍
隊
を
頻 ひ

ん

繁 ぱ
ん

に
出
動
さ
せ
、
兵
力
を
濫 ら

ん

用 よ
う

す
る
」
の
「
頻
繁
出
動
・
兵
力
濫
用
」
に
相
当

す
る
。
よ
っ
て
正
解
は
④
。 

 

自
信
が
な
け
れ
ば
、
次
の
手
も
あ
る
。 

３ 

筆
者
の
主
張
で
確
認
す
る 

筆
者
の
主
張
は
、
９
行
目
の
「
優
秀
な
兵
器
で
遠
征
攻
撃
す
れ
ば
、
近
い
自

分
を
忘
れ
て
焼
け
死
ぬ
」
と
い
う
格
言
で
あ
り
、
こ
れ
が
全
文
最
後
で
「
易 か

ふ

べ
か
ら
ず
：
変
え
て
は
い
け
な
い
（
原
則
だ
）」
と
強
調
さ
れ
て
い
る
。 

 
[

早
読
み
は 

最
初
と
最
後
に 

主
語
述
語]

に
よ
り
選
択
肢
の
主
語
・
述
語

だ
け
を
読
ん
で
消
去
す
る
と
次
の
と
お
り
。 



 
①
「
主
語

呉
国
の
滅
亡
は
…
述
語

王
の
…
資
質
（
能
力
）
に
そ
の
原
因
が
あ
っ
た
」

と
す
る
が
、
筆
者
の
主
張
す
る
滅
亡
原
因
は
「
遠
征
攻
撃
」
で
あ
っ
て
王
の
統

治
能
力
で
は
な
い
。 

 

②
「
主
語

呉
国
の
滅
亡
は
…
述
語

越
王
の
策
略
に
よ
る
」
と
す
る
が
、
筆
者
の
主

張
す
る
滅
亡
原
因
は
敵
の
策
略
で
は
な
い
。 

 

③
「
主
語

強
大
な
軍
隊
を
維
持
し
続
け
る
こ
と
は
…
述
語

困
難
」
と
す
る
が
、
筆

者
の
主
張
は
「
遠
征
攻
撃
す
る
と
自
国
が
滅
亡
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、「
軍
隊
維

持
」
で
は
な
い
。 

 

⑤
「
主
語

呉
国
の
滅
亡
は
、
述
語

容
易
に
は
理
解
で
き
な
い
深
遠
な
理
由
に
基
づ

く
」
と
す
る
が
、
筆
者
は
「
優
秀
な
兵
器
に
よ
る
遠
征
攻
撃
」
こ
そ
が
国
の
滅

亡
原
因
だ
と
明
確
に
主
張
し
て
お
り
、「
容
易
に
」
理
解
で
き
る
。 

 

以
上
の
作
業
を
要
約
す
れ
ば
左
の
如
し
。 

 

ヒ
ッ
カ
ケ
は 

主
張
を
ず
ら
し
て
作
ら
れ
る

m
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