
四  三   二 一七 六 五

■

二
〇

一
一
年
度

Ｔ

国

語

問

題

注
　
意

試
験
開
始
の
指
示
が
あ
る
ま
で
こ
の
問
題
冊
子
を
開
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

解
答
用
紙
は
す
べ
て
Ｈ
Ｂ
の
黒
鉛
筆
ま
た
は
Ｈ
Ｂ
の
黒
の
シ
ャ
ー
プ
ベ
ン
シ
ル
で
記
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

Ｈ
Ｂ
の
黒
鉛
筆
　
消
し
ゴ
ム
を
忘
れ
た
人
は
監
督
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

（万
年
筆

・
ポ
ー
ル
ペ
ン

・
サ
イ
ン
ペ
ン
な
ど
を
使
用
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
）

こ
の
問
題
冊
子
は
１６
ベ
ー
ジ
ま
で
と
な

っ
て
い
ま
す
。
試
験
開
始
後
、
た
だ
ち
に
ペ
ー
ジ
数
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
問
題
番
号
は

一
～
三
と
な

っ
て
い
ま
す
。

解
答
用
紙
に
は
す
で
に
受
験
番
号
が
記
入
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
出
席
票
の
受
験
番
号
が
、
あ
な
た
の
受
験
票
の
番
号
で

あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
、
出
席
票
の
氏
名
欄
に
氏
名
の
み
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
出
席
票
は
切
り
離
さ
な
い

で
く
だ
さ
い
。

解
答
は
解
答
用
紙
の
指
定
さ
れ
た
解
答
欄
に
記
入
し
、
そ
の
他
の
部
分
に
は
何
も
書

い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

解
答
用
紙
を
折
り
曲
げ
た
り
、
破

っ
た
り
、
傷

つ
け
た
り
し
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
問
題
冊
子
は
持
ち
帰

っ
て
く
だ
さ
い
。

マ
ー
ク

・
セ
ン

ス
法

に

つ

い
て

の
注
意

マ
ー

ク
　
セ

ン

ス
法

と

は
、
鉛

筆

で

マ
ー

ク
し
た
部

分
を

機

械

が
直

接

よ

み
と

っ
て
採

点

す

る
方
法

で
す

。

一
　

マ
ー

ク
は
、
左
記

の
記

入
例

の
よ

う

に

Ｈ

Ｂ
の
黒
鉛
筆

で
枠

の
中

を

ぬ
り
残

き
ず
濃

く

ぬ
り

つ
ぶ

し

て
く
だ

さ

い
。

一
一
　

一
つ
の

マ
ー

ク
欄

に
は

一
つ
し

か

マ
ー

ク
し
て
は

い
け
ま

せ
ん

。

〓
一　

訂
正

す

る
場
合

は
消

し
ゴ

ム
で
よ
く
消

し
、
消

し
く
ず

は
き
れ

い
に
取

り
除

い
て
く

だ

さ

い
。

マ

ー
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左
の
文
章
を
読
ん
で
後
の
設
間
に
答
え
よ
。
（解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
書
く
こ
と
）

少
し
前
に
二
十
人
ほ
ど
の
少
人
数
の
学
生
の
講
義
で
聞
い
て
み
た
こ
と
が
あ
る
。
「君
た
ち
に
と

っ
て
自
由
は
重
要
な
も
の
だ
と
思

う
か
」
。
当
然
、
全
員
が

「自
由
は
大
事
な
も
の
だ
」
と
い
う
。
「で
は
、
現
在
、
君
た
ち
は
何
か
に
不
自
由
な
思
い
を
し
て
お
り
、

自
由
が
一早
受
で
き
て
い
な
い
と
思
う
か
」
。
す
る
と
、
ほ
と
ん
ど
が

「別
に
問
題
は
な
い
」
と
い
う
。
そ
こ
で
続
け
て
聞
い
て
み
る
。

「で
は
、
現
在
、
日
本
の
問
題
は
、
個
人
の
自
由
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
自
由
を
縛
る
は
ず
の
道
徳
規

範
や
拘
束
が
ゆ
る
ん
で
し
ま

っ
て
い
る
点
に
あ
る
の
か
、
そ
の
ど
ち
ら
が
問
題
な
の
だ
ろ
う
か
「

こ
れ
に
対
し
て
は
、
お
お
よ
そ
二

分
の
二
が

「道
徳
、
規
範
が
ホ
ウ
カ
イ
し
て
い
る
こ
と
の
ほ
う
が
問
題
だ
」
と
答
え
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
、
自
由
と
は
何
か
な
ど
と
い
う
厳
密
な
議
論
を
踏
ま
え
た
も
の
で
は
な
い
し
、
各
学
生
の
単
な
る
印
象
に
過

ぎ
な
い
。
た
ま
た
ま
私
の
講
義
に
出
席
し
た
学
生
が
そ
う
し
た
関
心
の
傾
向
を
持

っ
て
い
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で

も
、
自
由
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
、
自
由
が
享
受
で
き
て
い
な
い
と
い
う
切
迫
し
た
感
じ
は
、
今
日
の
日
本
の
若
者
た
ち
に
は
ほ
と
ん

ど
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
ん
な
こ
と
な
ど
、
わ
ざ
わ
ざ
若
者
に
聞
い
て
み
な
く
て
も
、
彼
ら
を
見
て
い
れ
ば
わ
か
る
で
は
な
い
か
、
と
読
者
は
お

っ
し
ゃ

る
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
、
今
日
の
、
と
り
わ
け
日
本
の
若
者
ほ
ど
、
自
由
気
ま
ま
に
二
十
四
時
間
を
フ
ル
活
用
で
楽
し
ん
で
い

る
者
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
ケ
ー
タ
イ
や
ク
ル
マ
や
ゲ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
や
フ
ァ
ミ
レ
ス
な
ど
と
い
う
小
道
具
や
舞
台
に
も
事
欠
か
な

い
。し

か
し
、
「自
由
」
は
い
つ
も
オ
ビ
ヤ
か
さ
れ
、
自
分
が
本
当
に
や
り
た
い
こ
と
が
で
き
ず
、
何
か
に
よ

っ
て
縛
ら
れ
て
い
る
と
感

じ
る
の
が
、
古
今
東
西
、
若
者
の
特
権
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
こ
こ
で

「特
権
」
と
い
う
の
は
、
本
当
は
彼
ら
ほ
ど
社
会
的
に
恵

ま
れ
た
立
場
に
あ

っ
て
、
実
際
上
、
彼
ら
ほ
ど
自
由
な
存
在
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
大
学
生
で
あ
る
こ
と
は
人
生
最

良
の
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
で
あ
る
。

ｌ ａ

１

１

１

１

し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
、
だ
か
ら
こ
そ
、
若
者
ほ
ど
、
自
由
を
徹
底
的
に
謳
歌
し
た
が
る
者
も
い
な
か
っ
た
し
、
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観
念
的
で
あ
れ
、
自
由
は
い
つ
も
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
い
う
憤
り
を
持

っ
て
い
た
も
の
で
あ

っ
た
。
社
会
的
な
し
が
ら
み
や
生
計
の

不
安
が
な
い
か
ら
こ
そ
、
自
由
や
社
会
正
義
の
た
め
に
現
状
を
批
判
す
る
の
が
若
者
の
特
権
で
あ

っ
た
。

も
し
も
、
実
感
と
し
て

「自
由
」
が
侵
害
さ
れ
て
い
な
い
と
な
れ
ば
、
か
つ
て
な
ら
、
「わ
れ
わ
れ
は
資
本
主
義
的
な
管
理
シ
ス
テ

ム
に
よ

っ
て
飼
い
な
ら
さ
れ
て
い
る
」
な
ど
と
い
う
理
屈
を
ひ
ね
り
出
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
「見
か
け
上
の
自
由
が
た

っ
ぷ
り
与
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
こ
そ
が
実
は
不
自
由
な
の
だ
」
な
ど
と
い
う

一
見
気
の
利
い
た
こ
と
を
い
う
者
も
い
た
は
ず
で
あ
る
。
と
も
か
く

も
、
若
者
に
と

っ
て
は
、
わ
れ
わ
れ
が
生
き
て
い
る
こ
の
社
会
は
、
人
間
の
自
由
を
抑
圧
す
る
不
合
理
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
今
日
の
学
生
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
な
感
覚
も
理
屈
も
感
じ
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
つ
い
で
に
、
「仮
に
何
か
を
し
た
い

た
め
に
、
い
ま
、
自
由
が
欲
し
い
と
す
れ
ば
、
そ
の

『何
か
』
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
」
と
た
ず
ね
て
み
た
。
ひ
と
通
り
聞
い
て
は

み
た
の
だ
が
、
ほ
と
ん
ど
答
え
ら
し
い
も
の
は
返

っ
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

確
か
に
、
「自
由
」
が
大
事
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
ひ
と
ま
ず
は
誰
も
が
同
意
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「自
由
」
が
現
代
社
会

で
本
当
に
問
題
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
と
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

と
い
う
こ
と
は
、
「自
由
」
が
、
も
し
も
、
本
来
、
人
間
に
と

っ
て
第

一
級
の
課
題
だ
と
す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
今
日
、
そ
の
第

一

級
の
課
題
に
つ
い
て
も
は
や
強
い
関
心
を
持
て
な
く
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
今
日
の
思
想
の
衰
退
、
世
の
中
に
対

す
る
切
迫
し
た
関
心
の
衰
退
、
も

っ
と
い
え
ば
全
般
的
な
生
の
衰
弱
と
い
っ
た
事
態
は
、
こ
の
こ
と
と
決
し
て
無
関
係
で
は
な
い
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
自
由
は
、
少
な
く
と
も
社
会
科
学
の
最
も
重
要
な
テ
ー
マ
と
な

っ
て
い
る
。
社
会
思
想
史
、

哲
学
、
政
治
学
、
経
済
学
を
含
め
て
、
人
間
は
自
由
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
し
、
本
来
、
自
由
な
存
在
だ
と
説
い
て
い
る
。
自
由
の
実

現
は
、
今
日
の
社
会
科
学
に
お
い
て
は
シ
ジ

ョ
ウ
メ
イ
ダ
イ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

特
に
、
政
治
哲
学
や
社
会
学
を
中
心
と
し
た

「自
由
論
」
は
、

一
九
八
■
年
代
末
こ
の
か
た
最
も
ホ

ッ
ト
な
テ
ー
マ
で
あ
り
、
「自

（注
ｌ
）

山
の
基
礎
づ
け
」
や

「自
由
の
正
当
化
Ｌ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
理
論
構
成
」
と
い
っ
た
議
論
が
精
力
的
に
展
開
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
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（注
２
）

経
済
学
で
も
、
「新
自
由
主
義
」
を
中
心
に
、
経
済
活
動
の
自
由
を
実
現
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
今
日
の
最
大
の
経
済
上
の
課
題
だ
と
主

張
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、　
一
見
し
た
と
こ
ろ
奇
妙
な
情
景
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
う
ほ
か
な
い
。
専
門
家
た
ち
に
よ
る

「自
由
」
を
め
ぐ
る

こ
の
上
な
い
活
発
で
精
緻
な
論
議
と
、　
一
般
的
な

「自
由
」
に
対
す
る
関
心
の
衰
弱
の
間
に
は
大
き
な
乖
離
が
生
じ
つ
つ
あ
る
の
だ
。

先
の
学
生
に
し
て
も
そ
う
な
の
だ
が
、　
一
般
的
に
は
、
「自
由
」

へ
の
要
求
は
、
今
日
の
た
と
え
ば
日
本
に
お
い
て
決
し
て
切
実
な
も

の
で
は
な
く
な

っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
専
門
家
た
ち
は
、
多
く
の
場
合
、
ア
メ
リ
カ
の
り
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
論
争
を

下
敷
き
に
し
な
が
ら
、
「自
由
」
に
つ
い
て
の
き
わ
め
て
精
緻
な
議
論
を
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

何
か
、
こ
の
落
差
が
私
に
は
気
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
の
両
者
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
同
じ
こ
と
の
二
様
の
あ
ら
わ
れ
と
い
っ
て
い
え
な
く
も
な
い
。

も
し
も
、
わ
れ
わ
れ
が
言
論
を
統
制
さ
れ
、
生
活
も
規
制
さ
れ
、
政
治
的
に
も
抑
圧
さ
れ
た
社
会
に
生
き
て
お
れ
ば
、
誰
も
、
何

年
に
も
わ
た

っ
て

「自
由
に
つ
い
て
の
理
論
」
な
ど
を
構
想
し
た
り
議
論
し
た
り
し
よ
う
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
「自
由
の
内
容
は
何

か
」
、
「自
由
は
ど
う
し
て
正
当
化
さ
れ
る
の
か
」
、
と
い
っ
た
小
難
し
い
議
論
を
果
て
し
な
く
続
け
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く

い
。
そ
れ
よ
り
も
、
い
ま
、
こ
こ
で

「自
由
」
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
何
ら
か
の
活
動
を
起
こ
そ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「自
由
」
と
は
何
か
と
首
を
か
し
げ
、
論
争
す
る
以
前
に
、
「自
由
」
が
何
で
あ
る
か
は
明
ら
か
な
は
ず
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
に
あ
れ
ば
、
「自
由
」
の
根
拠
が
何
で
あ
ろ
う
と
、
い
ま
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
必
要
と
し
て
い
る

「自
由
」
が
何

で
あ
る
か
、
は
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
「自
由
」
と
は
何
か
と
考
え
あ
ぐ
ね
る
よ
り
も
前
に
、
「自
由
」
と
は
何
で
あ
る
か
を
感
じ
取

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
身
を
挺
し
て
活
動
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
も
は
や
そ
ん
な
幸
せ
な
状
態
に
は
い
な
い
。
い
や
、
そ
の
逆
に
わ
れ
わ
れ
は
は
る
か
に
幸
せ
な
時
代
に

生
き
て
い
る
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
、
も

っ
と
贅
沢
な
時
代
に
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
「自
由
」

へ

の
要
求
が
さ
ほ
ど
切
実
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
時
代
だ
か
ら
で
あ
る
。
「自
由
」
に
つ
い
て
の
論
争
が
延
々
と
続
く
と
い
う
こ
と
自

体
、
い
か
に
今
日
の
日
本
で
は

「自
由
」
が
切
実
な
も
の
で
は
な
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
か
を
示
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「自
由
」
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問
を
改
め
て
ど
の
よ
う
に
定
義
し
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
が

「理
論
的
な
」
テ
ー
マ
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
ん
な

贅
沢
な
時
代
と
社
会
に
わ
れ
わ
れ
は
生
き
て
い
る
。

だ
か
ら
、　
一
般
の
レ
ベ
ル
で
の

「自
由
」
に
対
す
る
関
心
の
低
下
と
、
他
方
で
、

由
」
に
対
す
る
関
心
の
高
揚
は
、
あ
る
意
味
で
は
同
じ
こ
と
の
二
様
の
側
面
と
い
っ

社
会
科
学
や
哲
学
系
の
専
門
家
の
間
で
の

「自

て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（佐
伯
啓
思

『自
由
と
は
何
か
』
に
よ
る
）

注

2     1

ω
　
＝
＝
＝
線
部
④
～
い
を
漢
字
に
改
め
よ
。
（た
だ
し
、
楷
書
で
記
す
こ
と
）

０
　
ｌ
ｌ
ｌ
線
部
＜ａ＞
　
い
の
読
み
を
、
平
仮
名
　
現
代
仮
名
遣
い
で
記
せ
。

Ｏ
　
Ｉ
Ｉ
Ｉ
線
部
①
に
つ
い
て
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る

「若
者
の
特
権
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を

一
つ
選
び
、
番
号
で
答

え

よ

。

１
　
す
べ
て
に
不
満
を
持
ち
、
そ
の
気
持
ち
を
表
現
で
き
る
こ
と
。

２
　
社
会
的
束
縛
や
生
活
の
不
安
の
も
と
で
、
現
状
を
批
判
で
き
る
こ
と
。

３
　
未
熟
者
扱
い
さ
れ
て
、
何
を
し
て
も
大
目
に
見
ら
れ
る
こ
と
。

４
　
十
分
な
自
由
が
あ
り
な
が
ら
、
あ
え
て
そ
れ
に
不
満
を
持

つ
こ
と
。

５
　
自
由
を
楽
し
め
る
の
に
、
そ
れ
を
楽
し
ん
だ
り
し
な
い
こ
と
。

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
ー
ー
個
人
の
自
由
を
尊
重
し
な
が
ら
社
会
的
公
正
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
。

新
自
由
主
義
―
―
市
場
で
の
自
由
競
争
を
中
心
と
し
、
政
府
の
機
能
を
最
小
限
に
と
ど
め
よ
う
と
す
る
考
え
方
．
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(D)

線
部
０
に
つ
い
て
。
こ
の
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を

一
つ
選
び
、
番
号
で
答

えヽ
卜
よ
。

１
　
本
来
自
由
と
不
自
由
は
表
裏

一
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

２
　
ひ
と
は
自
由
を
与
え
ら
れ
る
と
不
安
に
な
り
、
か
え

っ
て
不
自
由
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
。

３
　
見
か
け
上
の
自
由
と
は
、
本
来
の
自
由
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。

４
　
自
由
は
不
自
由
に
簡
単
に
転
化
す
る
と
い
う
こ
と
。

５
　
自
由
で
あ
る
と
思
う
こ
と
は
、
実
は
そ
う
思
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
こ
と
。

①
　
ｌ
ｌ
ｌ
線
部
０
に
つ
い
て
。
「
自
由
」
が
何
で
あ
る
か
は
明
ら
か
な
は
ず
」
と
言
わ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
を
本
文
に

即
し
て
、
句
読
点
と
も
三
十
字
以
内
で
記
せ
。

線
部
０
に
つ
い
て
。
左
記
各
項
の
う
ち
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る

「幸
せ
な
状
態
」
に
合
致
す
る
も
の
を
１
、
合
致
し
な
い

も
の
を
２
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
番
号
で
答
え
よ
。

イ
　
人
生
に
つ
い
て
難
し
く
考
え
な
い
で
生
き
ら
れ
る
こ
と
。

口
　
自
分
が
し
た
い
こ
と
や
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
す
ぐ
に
見
つ
か
る
こ
と
。

ハ
　
社
会
を
良
く
す
る
こ
と
が
自
分
の
生
活
改
善
に
つ
な
が
る
と
思
え
る
こ
と
。

二
　
ひ
と
り
で
好
き
に
生
き
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

ホ
　
自
由
に
つ
い
て
自
由
に
徹
底
し
て
理
論
的
に
研
究
で
き
る
こ
と
。

③
　
左
記
各
項
の
う
ち
、
本
文
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
趣
旨
と
合
致
す
る
も
の
を
１
、
合
致
し
な
い
も
の
を
２
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
番

号
で
答
え
よ
。

イ
　
今
の
学
生
た
ち
も
、
「自
由
」
の
根
拠
が
何
で
あ
る
か
を
論
じ
ら
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
感
じ
取

っ
て
い
る
。

口
　
現
代
の
社
会
科
学
者
た
ち
は

「自
由
」
の
根
拠
に
つ
い
て
、
切
迫
し
た
問
題
意
識
を
も

っ
て
盛
ん
に
研
究
し
て
い
る
。

ハ
　

「自
由
」
が
抑
圧
さ
れ
て
い
た
時
代
に
は
、
人
は
自
由
の
大
切
さ
の
意
味
を
厳
密
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

― T国 6-



一一　
日
本
に
お
け
る
現
代
の
精
緻
な

「自
由
論
」
の
多
く
は
ア
メ
リ
カ
の
論
者
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。

ホ
　
現
代
の
若
者
が

「自
由
」
を
論
じ
な
い
の
は
、
社
会
科
学
が
厳
密
な

「自
由
論
」
を
展
開
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
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一
一　
左
の
文
章
を
読
ん
で
後
の
設
間
に
答
え
よ
。
（解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
書
く
こ
と
）

私
は
、
社
会
的
に
共
有
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
文
章
を
成
熟
度
の
高
い
文
章

（あ
る
い
は
文
体
）
と
よ
ぶ
こ
と
に
し
て
い
る
。
そ
う

い
う
文
章
は
、　
日
――
――
―‐
―‐
―‐
‐―
□

の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
主
題
の
表
現
の
た
め
の
多
用
性
を
も
つ
も
の
と
思

っ
て
い
る
。

こ
の
点
、
漱
石
の
存
在
は
あ
ぎ
や
か
す
ぎ
る
く
ら
い
で
あ
る
。
か
れ
の
文
章
は
、
そ
の
時
代
で
は
ケ
ウ
な
ほ
ど
に
多
用
性
に
富
み
、

人
間
に
関
す
る
す
べ
て
の
事
象
を
そ
の
文
章
で
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
セ
ザ
ン
ヌ
と
い
う
絵
画
史
上
の
存
在
に

も
適
用
で
き
る
。
セ
ザ
ン
ス
は
た
だ
絵
を
描
い
た
の
で
は
な
く
、
絵
画
を
幾
何
学
的
に
分
析
し
て
造
形
理
論
を
展
開
し
、
か
れ
の
理

論
を
身
に
つ
け
さ
え
す
れ
ば
た
れ
も
が
絵
画
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

一
種
の
普
遍
性
に
達
し
た
。
こ
れ
に
感
動
し
た
同

（注
１
）

時
代
の
後
進
で
あ
る
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
に
い
た

っ
て
は
、
さ
あ
絵
を
描
こ
う
、
と
い
う
と
き
、
″さ
あ
、
セ
ザ
ン
ヌ
を
や
ろ
う
″
と
言

っ

た
ほ
ど
だ

っ
た
と
い
う
。

漱
石
の
門
下
や
そ
の
シ
シ
ュ
ク
者
に
と

っ
て
、
言
葉
に
こ
そ
出
さ
な
か
っ
た
が
、
文
章
に
つ
い
て
は

″漱
石
を
や
ろ
う
″
と
い
う

気
分
だ

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
漱
石
の
文
章
は
共
有
化
さ
れ
、
や
が
て
漱
石
自
身
と
は
か
か
わ
り
な
く
共
有
化
さ
れ

て
ゆ
く
。
文
章
史
上
、
″漱
石
″
に
お
け
る
よ
う
な
性
能
を
も
ち
、
似
た
よ
う
な
役
割
を
は
た
し
た
も
の
と
し
て
子
規
の
散
文
が
あ

げ
ら
れ
る
。
む
ろ
ん
鴎
外
も
加
え
ら
れ
る
べ
き
だ
が
、
露
伴
は
す
こ
し
ち
が
う
か
も
し
れ
な
い
。

露
伴
の
文
学
は
も

っ
と
再
認
識
さ
れ
て
も
い
い
と
私
は
思

っ
て
い
る
が
、
た
だ
、
そ
の
文
章
に
か
ぎ

っ
て
い
え
ば
漱
石
や
子
規
と

，
　
■
■
■
■
■
■
　
●

は
ち
が
い
、
文
学
の
重
要
な
要
素
の

一
つ
で
あ
る
日
常
の
些
事
や
グ
チ
を
の
べ
る
性
能
を
も
た
な
か
っ
た
。
む
ろ
ん
、
文
学
と
し
て

は
む
し
ろ
そ
こ
に
露
伴
の
特
徴
が
あ
る
と
い
っ
て
い
い
が
、
し
か
し
、
こ
ん
に
ち
、
社
会
的
に
共
有
化
さ
れ
て
し
ま

っ
た
文
章
日
本

語
の
場
か
ら
ぶ
り
か
え

っ
て
み
る
と
、
露
伴
の
文
章
は
成
熟

へ
の
過
程
に
参
加
す
る
度
合
が
す
く
な
か
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ

の
こ
と
が
こ
ん
に
ち
、
露
伴
の
日
本
語
を
身
近
で
な
い
存
在
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

明
治
後
の
文
章
の
歴
史
を
考
え
る
上
で
、
丘
浅
次
郎

（
一
人
六
人
～

一
九
四
四
）
は
貴
重
な
存
在
と
い
っ
て
い
い
。
か
れ
は
漱
石
や

（注
２
）

子
規
と
ほ
ぼ
同
年
代
に
大
学
予
備
門
に
在
学
し
、
作
文
と
歴
史
の
二
科
目
が
で
き
な
く
て
連
年
落
第
し
た
た
め
、
規
定
上
、
退
学
さ
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せ
ら
れ
た
。
無
資
格
で
あ
る
た
め
、
大
学

（理
学
部
）
も
選
科
を
え
ら
ば
ぎ
る
を
え
な
か
っ
た
。

こ
の
た
め
、
か
れ
は
明
治
の
文
章
教
師
た
ち
の

″規
範
″
を
憎
悪
し
て
い
た
。
丘
は
、
動
物
の
形
態

・
分
類
学
者
と
し
て
す
ぐ
れ

た
業
績
を
あ
げ
た
が
、
そ
れ
以
上
に
進
化
論
の
紹
介
者
と
し
て
、
ま
た
進
化
論
的
な
文
明
批
評
家
と
し
て
、
大
正
期
に
お
け
る
印
象

的
な
文
章
活
動
を
し
た
。

丘
の
文
章
は
、
地
理
の
教
科
書
の
よ
う
に
事
物
を
明
晰
に
と
り
出
し
、
叙
述
も
平
易
で
あ
る
。
た
と
え
ば

『善
と
悪
穴
大
正
十
四

年
）
と
い
う
高
度
な
倫
理
学
的
主
題
に
つ
い
て
生
物
学
の
立
場
か
ら
展
開
し
た
文
章
な
ど
は
、
述
べ
か
た
が
犀
利
で
、
論
旨
が
明
快
な

だ
け
で
な
く
、　
一
種
ふ
し
ぎ
な
憂
憤
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
読
む
者
は
論
理
の
す
じ
を
た
ど
る
だ
け
で
な
く
、
文
中
の
微

妙
な
感
情
の
な
か
に
も
快
く
入

っ
て
ゆ
け
る
。

丘
の
お
も
し
ろ
さ
は
、
大
正
期
に
そ
の
文
章
が
い
く
つ
か
の
中
等
学
校
教
科
書
に
名
文
の
例
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
明
治
十
年
代
の
後
半
に
、
作
文
で
落
第
し
た
人
物
が
、
大
正
末
年
に
は
逆
に
文
章
の

一
規
範
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、

歴
史
を
感
じ
さ
せ
る
。

丘
に

『落
第
と
退
校
宍
大
二
十
五
年
）
と
い
う
文
章
が
あ
る
。　
一
部
、
抜
粋
す
る
。

私
が
二
年
と
二
学
期
、
予
備
門
に
い
た
間
に
す
こ
ぶ
る
点
の
悪
か
っ
た
科
目
は
、
歴
史
の
ほ
か
に
漢
学
と
作
文
と
が
あ

っ
た
。
（中

略
）
私
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
作
文
と
は
自
分
の
言
い
た
い
と
思
う
こ
と
を
、
読
む
人
に
よ
く
わ
か
ら
せ
る
よ
う
な
文
章
を
作
る
術
で

あ
る
が
、
私
が
予
備
門
に
い
た
こ
ろ

（明
治
十
五
～
十
七
年
）
の
作
文
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
な
る
べ
く
多

数
の
人
に
わ
か
ら
ぬ
よ
う
な
文
章
を
作
る
術
で
あ

っ
た
。
例
え
ば
、
金
鳥
が
西
の
山
に
入

っ
た
と
か
、
■
難
が
東
の
海
に
出
た
と

か
と
い
う
よ
う
に
、
謎
か
、
判
じ
物
の
よ
う
な
言
葉
を
使
う
て
文
を
つ
づ
り
、　
一
番
わ
か
ら
ぬ
文
章
を
書
い
た
者
が

一
番
上
等
の

点
を
も
ろ
う
た
よ
う
に
覚
え
て
い
る
。

丘
が
こ
ぼ
す
の
も
む
り
は
な
く
、
旧
文
章
は
幕
府
の
瓦
解
と
と
も
に
ほ
ろ
ん
だ
と
は
い
え
、
学
校
教
育
の
場
に
ひ
そ
ん
で
生
き
つ
づ
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け
て
い
た
の
で
あ
る
。
作
文
教
師
の
多
く
は
旧
幕
時
代
を
経
た
漠
学
者
だ

っ
た
が
、
か
れ
ら
は
文
章
と
い
う
も
の
は
中
国
の
典
籍
か

故
事
な
ど
を
踏
ま
え
て
修
辞
す
る
も
の
だ
と
信
じ
て
い
た
た
め
、
丘
の
よ
う
な
文
章
は
雑
言
と
し
か
お
も
え
な
か
っ
た
の
に
ち
が
い

な
い
。

近
代
社
会
は
、
商
品
経
済
の
密
度
の
高
さ
と
比
例
し
て
い
る
。
商
品
経
済
の
基
礎
は
、
物
の
質
と
量
を
明
晰
に
す
る
こ
と
を
基
礎

と
し
て
い
る
が
、
文
章
も
ま
た
そ
の
埒
外
で
は
な
い
。

福
沢
諭
吉
の
文
章
も
ま
た
、
漱
石
以
前
に
お
い
て
、
新
し
い
文
章
日
本
語
の
成
熟
の
た
め
の
影
響
力
を
も

っ
た
存
在
だ

っ
た
。
か

れ
は
、
自
分
の
文
章
は
猿
に
さ
え
読
め
る
よ
う
に
書
く
と
い
っ
た
人
物
で
あ
り
、
丘
が
落
第
し
た
時
期
、
『学
問
の
す

ゝ
め
』
や

『文

明
論
の
概
略
』
は
新

・
古
典
に
近
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
官
学
の
牙
城
で
あ
る
大
学
予
備
門
の
作
文
教
師
の
文
章
観
を
変
え
さ
せ
る
ま

で
に
は
至

っ
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
み
え
る
。

以
下
、
福
沢
に
即
し
て
の
べ
る
。
か
れ
で
さ
え
、
自
分
の
文
章
か
ら
脱
皮
し
た
の
は
、
六
十
す
ぎ
に
刊
行
し
た

『福
翁
自
伝
穴
明

治
三
十

一
年
）
に
お
い
て
で
あ
る
。
明
晰
さ
に
ユ
ー
モ
ア
が
加
わ
り
、
さ
ら
に
は
精
神
の
い
き
い
き
し
た
働
き
が
文
章
の
随
処
に
光

っ

て
い
る
。
定
評
ど
お
り
自
伝
文
学
の
白
眉
と
い
っ
て
い
い
が
、
た
だ
重
要
な
の
は
こ
れ
が
文
章
意
識
を
も

っ
て
書
か
れ
た
文
章
で
は

な
く
、
回
述
に
よ
る
速
記
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
幕
府
瓦
解
ま
で
の
自
分
と
そ
の
周
囲
の
ひ
と
び
と
の
心
の
動
き
、
進
退
に

つ
い
て
の
人
間
く
さ
い
お
か
し
さ
は
、
新
時
代
ら
し
い
文
章
の
書
き
手
だ

っ
た
福
沢
で
き
え
、
自
分
が
手
造
り
し
た
文
章
で
は
そ
れ

ら
を
表
現
し
に
く
く
、
日
述
に
た
よ

っ
た
。

福
沢
の
時
代
の
ひ
と
た
ち
は
、
事
柄
を
長
し
ゃ
べ
り
す
る
と
き

（た
と
え
ば
講
釈
師
の
よ
う
に
）
つ
い
七
五
調
に
な
っ
て
し
ま
う
伝
統

に
　
■
■
■
■
１
〓

が
あ

っ
た
が
、
『福
翁
自
伝
』
に
も
そ
の
気
配
が
に
お
う
。
こ
の
た
め
内
容
の
重
さ
に
く
ら
べ
て
、
文
体
が
や
や
軽
忽
に
な

っ
て
い
る
。

し
か
し

『福
翁
自
伝
』
に
よ

っ
て
知
的
軽
忽
さ
を
楽
し
ん
だ
あ
と
、
す
ぐ
漱
石
の

『坊
ち
ゃ
ん
」
を
読
む
と
、
響
き
と
し
て
同
じ

独
奏
を
聴
い
て
い
る
感
じ
が
し
な
い
で
も
な
い
。
偶
然
な
の
か
、
影
響
が
あ

っ
た
の
か
。
私
は
論
証
な
し
に
、
あ

っ
た
と
思
い
た
い
。

（司
馬
遼
太
郎

『こ
の
国
の
か
た
ち
　
工Ｌ

に
よ
る
）

― T国10-



問

注

2    1

＝
＝
＝
線
部
④
～
い
を
漢
字
に
改
め
よ
。
（た
だ
し
、
偕
書
で
記
す
こ
と
）

(C) (B) (A)(D)

線
部
０
に
つ
い
て
。
「貴
重
な
存
在
」
で
あ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
の
か
。
左
記
各
項
の
中
か
ら
最
も
適
当
な

ｌ
ｌ
ｌ
線
部
０
～
ｌｃ＞
の
読
み
を
平
仮
名
　
現
代
仮
名
遣
い
で
記
せ
。

空
欄

口
Ｈ
Ｈ
ＩＩ
ＩＩ
ＩＩ
‐―
国

に
は
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
補
っ
た
ら
よ
い
か
。
左
記
各
項
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の

一
つ
を
選
び
、

番
号
で
答
え
よ
。

１
　
多
機
能
計
算
機
　
２
　
一局
性
能
電
子
楽
器
　
３
　
万
能
研
磨
機
　
４
　
多
目
的
工
作
機
械
　
５
　
一高
感
度
撮
影
機

も
の

一
つ
を
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。

１
　
大
学
予
備
間
を
退
学
さ
せ
ら
れ
た
が
、
後
に
動
物
学
者
と
し
て
成
功
し
た
か
ら
。

２
　
す
ぐ
れ
た
動
物
の
形
態
　
分
類
学
者
で
あ

っ
た
と
と
も
に
、
進
化
論
に
関
連
し
て
印
象
的
な
文
章
活
動
を
し
た
か
ら
。

３
　
書
か
れ
た
文
章
は
、
論
理
が
明
快
な
だ
け
で
は
な
く
感
情
面
の
表
現
も
分
か
り
や
す
い
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
。

４
　
学
校
時
代
に
作
文
で
落
第
し
な
が
ら
、
後
に
そ
の
分
か
り
や
す
い
文
体
が
名
文
と
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
か
ら
。

５
　
多
数
の
人
に
分
か
ら
ぬ
よ
う
な
文
章
が
評
価
さ
れ
た
時
代
に
つ
い
て
の
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
後
世
に
残
し
た
か
ら
。

ゴ
ー
ギ
ャ
ン
ー
ー
フ
ラ
ン
ス
の
画
家
ポ
ー
ル

大
学
予
備
門
―
―
明
治
初
期
に
お
け
る
大
学

ゴ
ー
ギ
ャ
ン

（
一
人
四
人
～

一
九
Ｃ
三
）
の
こ
と
。

（東
京
大
学
）
進
学
準
備
の
た
め
の
課
程
．
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{E)

線
部
‐２‐
に
つ
い
て
。
こ
こ
で
い
ぅ

「
″規
範
Ｌ

と
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
か
。
本
文
中
か
ら
こ
れ
を
示
す

一
続

き
の
部
分
を
抜
き
出
し
、
二
十
字
以
内
で
記
せ
。
た
だ
し
、
句
読
点
は
含
ま
な
い
。

ｍ
　
ｌ
ｌ
ｌ
線
部
０
に
つ
い
て
。
「新

・
古
典
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の

一
つ
を
、
左
記
各
項
の
中
か
ら
選
び
、
番
号
で

答
え
よ
。

１
　
書
か
れ
て
間
も
な
い
が
伝
統
的
な
事
柄
を
扱

っ
た
書
物

２
　
新
し
い
内
容
を
古
典
的
な
文
体
で
つ
づ

っ
た
書
物

３
　
出
て
間
も
な
い
が
、
永
く
読
み
継
が
れ
る
べ
き
と
の
評
価
を
得
た
書
物

４
　
新
し
い
事
象
を
扱

っ
て
評
判
と
な

っ
た
書
物

５
　
出
版
さ
れ
て
す
ぐ
に
内
容
が
古
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
書
物

０
　
左
記
各
項
の
う
ち
、
本
文
の
趣
旨
と
合
致
す
る
も
の
を
１
、
合
致
し
な
い
も
の
を
２
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
番
号
で
答
え
よ
。

イ
　
福
沢
の

『福
翁
自
伝
』
と
漱
石
の

『坊
ち
ゃ
ん
』
は
、
読
む
と
共
通
の
響
き
が
あ
り
、
文
体
面
で
前
者
は
後
者
に
影
響
を
与

え
た
こ
と
が
分
か
る
。

口
　
丘
が
文
章
家
と
し
て
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
予
備
門
で
落
第
し
大
学
は
選
科
に
行
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と

が
バ
ネ
と
な

っ
て
い
る
。

ハ
　
福
沢
の
文
章
は

一
部
口
述
に
頼

っ
た
が
、
福
沢
後
に
登
場
し
た
漱
石
は
、
筆
記
に
よ

っ
て
多
用
性
に
富
む
文
体
を
編
み
出
し

た
。

二
　
社
会
的
に
共
有
さ
れ
る
文
章
は
、
漱
石
の
文
章
が
示
す
よ
う
に
広
く
様
々
な
事
象
の
表
現
を
カ
バ
ー
す
る
も
の
で
、
取
る
に

足
ら
な
い
よ
う
な
日
常
の
出
来
事
や
言
動
も
描
写
で
き
る
。

ホ

　

″
セ
ザ
ン
ヌ
を
や
ろ
う
″
、
″漱
石
を
や
ろ
う
″
と
い
う
表
現
が
可
能
な
の
は
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
と
漱
石
の
文
章
が
共
通
し

て
高
い
普
遍
性
を
も
つ
ゆ
え
で
あ
る
。
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〓
一　
左
の
文
章
は

『源
氏
物
語
』
の

一
節
で
あ
る
。
宇
治
の
姫
君
の
長
女
で
あ
る
大
君
が
亡
く
な

っ
た
後
、
次
女
の
中
君

（匂
宮
の
妻
）

と
、
大
君
を
慕

っ
て
い
た
薫
大
将
は
そ
の
面
影
を
忘
れ
ら
れ
な
い
。
中
君
の
暮
ら
す
都
の
邸
に
、
異
母
姉
妹
の
三
女
で
あ
る
浮
舟
が

母
親
と
と
も
に
訪
れ
、
し
ば
ら
く
滞
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
日
、
匂
官
が
参
内
し
た
留
守
に
、
薫
が
内
裏
か
ら
の
帰
り
に
立
ち

寄
る
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
後
の
設
間
に
答
え
よ
。
（解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
書
く
こ
と
）

額独も心ざまも、え性むまじうらうたげなり。もの恥ぢもおどろおどろしからず、機よう児こめいたるものいら

‐‐，
洲
ｄ
測
洲
引
洲
、
近
く
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
に
も
”
＝
Ｊ
則
ｄ
薗
州
冽
刻
知
「
利
Ｎ
引
。
も
の
な
ど
言
ひ
た
る
も
、
昔
の‐
寿
げ
御
さ
ま
に
冽

や
し
き
ま
で
お
ぼ
え
た
て
ま
つ
り
て
ぞ
あ
る
や
、
妊
に
足
膠
求
め
た
ま
ふ
人
に
見
せ
た
て
ま
つ
ら
ば
や
と
、
一
贅
思
ひ
出
で
た
ま
ふ

を
り
し
も
、
押
剣
馴
酬
参̈
り
た
ま
ふ
」
と‐′、
た
面
こ
ゆ
れ
ば
、
例
の
、
御
ル
幅
が
き
つ
く
ろ
ひ
て
心
づ
か
ひ
す
。
爺
∝
客
だ
の
母
君
、
「
い

で
懸
漫
て
ま
つ
ら
ん
。
ほ
の
か
に
見
た
て
ま
つ
り
け
る‐二
梵
が

い
み
じ
き
も
の
に
聞
こ
ゆ
め
れ
ど
、
宮
の
御
あ
り
さ
ま
に
は
え
並
び
た

ま
は
じ
」
と
言
へ
ば
、
御
前
に
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
、
「
い
さ
や
、
え
こ
そ
聞
こ
え
定
め

口
‐‐
□

」
と
聞
こ
え
あ
へ
り
。
（浮
舟
の
母

君
ヽ
い
か
ば
か
り
な
ら
ん
人
か
、
宮
を
ば
消
ち
た
て
ま
つ
ら
む
」
な
ど
言
ふ
ほ
ど
に
、
今
ぞ
車
よ
り
下
り
た
ま
ふ
な
る
と
間
く
ほ
ど
、

か
し
が
ま
し
き
ま
で
し
ひ
の
の
し
り
て
、
と
み
に
も
見
が
ｄ
剥
耐
ず
。
待
た
れ
た
る
ほ
ど
に
、
歩
み
入
り
た
ま
ふ
さ
ま
む
則
利
ば
、

げ
に
、
あ
な
め
で
た
、
を
か
し
げ
と
も
見
え
ず
な
が
ら
ぞ
、
な
ま
め
か
し
う
き
よ
げ
な
る
や
。
す
ず
ろ
に
、
見
え
吉
し
う
恥
づ
か
し

く
て
、
ポ
動
一な
ど
も
ひ
き
つ
く
ろ
は
れ
て
、
心
恥
づ
か
し
げ
に
調
意
多
ぐ
際
も
な
き
さ
ま
ぞ
し
た
ま
へ
る
。
内
一晏
よ
り
参
り
た
ま
へ

る
な
る
べ
し
、
御
ユ削
ど
も
の
気
配
あ
ま
た
し
て
、
２
３
７
寡
は
、
高
反

宮
の
な
や
み
た
ま
ふ
よ
し
う
け
た
ま
は
り
て
参
り
た
り
し
か

乙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

ば
、
宮
た
ち
のさ
藤
』
ひ
た
ま
はざ
り
し
かば
、
いと
ほ
しく
説
た
てま
っり
て
、官
の御
代
は
り
に今
ま
でさ
ぶ
ら
ひ
は
べり
つ

引
。
今
朝
も
い
と
憚
怠
し
て
参
ら
せ
た
ま
へ
る
を
、
あ
い
な
う
幅
凛
ず
に
推
し
は
か
り
き
こ
え
さ
せ
て
な
む
」
押
剛
司
刹
た
ま
へ
ば
ヽ

（中
君
〓
げ
に
お
ろ
か
な
ら
ず
、
思
ひ
や
り
深
き
御
用
意
に
な
ん
」
と
ば
か
り
答
へ
き
こ
え
た
ま
ふ
。
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間

（注
）
　

１９
　
御
過
ち
―
―
匂
宮
を
遅
参
さ
せ
て
し
ま
っ
た
、
中
君
の
過
失
を
指
す
。

①
　
ｌ
ｌ
ｌ
線
部
①
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の

一
つ
を
、
左
記
各
項
の
中
か
ら
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。

１
　
利
発
そ
う
な
様
子
　
　
　
　
　
　
　
　
２
　
柔
和
な
様
子
　
　
　
　
　
　
　
３
　
し
お
ら
し
い
様
子

４
　
恥
じ
ら
い
の
な
い
様
子
　
　
　
　
　
　
５
　
も
の
怖
じ
し
な
い
様
子

０
　
１
１
１
線
部
②
は
、
浮
舟
の
ど
の
よ
う
な
人
柄
を
表
し
て
い
る
か
。
最
も
適
当
な
も
の

一
つ
を
、
左
記
各
項
の
中
か
ら
選
び
、

番
号
で
答
え
よ
。

１
　
ひ
っ
こ
み
思
案
な
人
柄
　
　
　
　
　
　
２
　
幼
い
人
柄
　
　
　
　
　
　
　
　
３
　
お
転
婆
な
人
柄

４
　
奥
ゆ
か
し
い
人
柄
　
　
　
　
　
　
　
　
５
　
気
弱
な
人
柄

０
　
１
１
１
線
部
③
の
現
代
語
訳
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の

一
つ
を
、
左
記
各
項
の
中
か
ら
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。

容
貌
―
―
浮
舟
の
容
姿
を
指
す
。

か
の
人
形
―
―
大
君
の
身
代
わ
り
の
こ
と
。

う
ち
思
ひ
出
で
た
ま
ふ
―
―
中
君
が
大
君
の
こ
と
を
思
い
出
す
様
子
を
言
う
。

こ
の
客
人
の
母
君
―
―
浮
舟
の
母
君
。

見
た
て
ま
つ
ら
ん
―
―
薫
大
将
を
見
申
し
あ
げ
よ
う
、
の
意
。

宮
―
―
匂
宮
。

后
の
宮
―
―
匂
宮
の
母
、
明
石
中
宮
。

癬
怠
―
―
内
裏
に
遅
参
し
た
こ
と
を
指
す
。
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5   3
(D)

―
―
―
線
部
①
の
現
代
語
訳
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の

一
つ
を
、
左
記
各
項
の
中
か
ら
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。

１
　
こ
の
う
え
な
く
素
晴
ら
し
い
様
子
　
　
２
　
非
常
に
落
ち
着
い
た
様
子
　
　
３
　
一局
い
身
分
に
ふ
さ
わ
し
い
様
子

４
　
と
て
も
贅
沢
な
様
子
　
　
　
　
　
　
　
５
　
二息
外
に
地
味
な
様
子

①
　
ｌ
ｌ
ｌ
線
部
０
の
意
味
を
五
字
以
内
で
記
せ
。

①
　
ｌ
ｌ
ｌ
線
部
０
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の

一
つ
を
、
左
記
各
項
の
中
か
ら
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。

１
　
匂
宮
が
后
の
官
の
お
見
舞
い
を
し
て
い
た
こ
と
　
　
　
　
　
　
２
　
匂
官
が
薫
の
邸
を
訪
れ
て
い
た
こ
と

３
　
匂
宮
が
自
邸
を
留
守
に
し
て
い
た
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
４
　
薫
が
后
の
官
の
お
見
舞
い
を
し
て
い
た
こ
と

５
　
薫
が
匂
宮
の
邸
を
訪
れ
て
い
た
こ
と

③
　
ｌ
ｌ
ｌ
線
部
０
の
現
代
語
訳
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の

一
つ
を
、
左
記
各
項
の
中
か
ら
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。

１
　
賢
明
に
　
　
２
　
人
並
み
に
　
　
３
　
疎
遠
に
　
　
４
　
格
別
に
　
　
　
　
一０
　
親
し
げ
に

①
　
＝
＝
＝
線
部
０
と
同

一
人
物
を
指
す
も
の
を
、
てそててて‘１
線
部
∽
～
い
の

「人
」
の
中
か
ら

一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

①
　
＝
＝
＝
線
部
ｍ
は
誰
の
動
作
　
行
為
か
。
最
も
適
当
な
も
の

一
つ
を
、
左
記
各
項
の
中
か
ら
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。

１
　
大
君
　
　
　
２
　
中
君
　
　
　
　
３
　
浮
舟
　
　
　
４
　
浮
舟
の
母
君
　
　
５
　
董
〔　
　
　
６
　
匂
官
　
　
７
　
后
の
宮

Ｏ
　
ｌ
ｌ
ｌ
線
部
ｍ
～
”
は
そ
れ
ぞ
れ
誰
に
対
す
る
敬
意
か
。
左
記
各
項
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を

一
つ
ず

つ
選
び
、
番
号
で

答
え
よ
。

１
　
大
君
　
　
　
２
　
中
君
　
　
　
　
３
　
浮
舟
　
　
　
４
　
浮
舟
の
母
君
　
　
５
　
薫
　
　
　
６
　
匂
宮
　
　
７
　
后
の
官

ω
　
空
欄

口
Ｈ
国

に
は
ど
ん
な
言
葉
を
補

っ
た
ら
よ
い
か
。
最
も
適
当
な
も
の

一
つ
を
、
左
記
各
項
の
中
か
ら
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。

１
　
ざ
り
　
　
　
２
　
ぎ
る
　
　
　
　
３
　
ず

　

　

　

４
　
ぬ
　
　

　

　

　

５
　
ね

ふ
し
ぎ
な
ほ
ど
か
け
離
れ
て
い
る
こ
と
よ

あ
き
れ
る
ほ
ど
勝

っ
て
い
る
こ
と
よ

あ
き
れ
る
ほ
ど
気
お
く
れ
す
る
こ
と
よ

4   2

ふ
し
ぎ
な
ほ
ど
よ
く
似
て
い
る
こ
と
よ

あ
き
れ
る
ほ
ど
及
ば
な
い
こ
と
よ
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【以
下
余
白
】
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