
二
〇
二
一
年
度
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
解
説
〈
古
典
〉

第
3
問

古
文

『
栄え

い

花が

物
語
』

﹇
出

典
﹈

『
栄
花
物
語
』
は
、
十
一
世
紀
の
中
頃
か
ら
終
わ
り
頃
に
か
け
て
成
立
し
た
と
見
ら
れ
る
歴
史
物
語
。
作
者
は
未
詳
だ
が
、
正
編
三
十
巻
の
作
者
は
赤あ

か

染ぞ
め

衛え

門も
ん

、
続
編
十
巻
の
作
者

は
出で

羽わ

の
弁べ

ん

と
す
る
説
が
あ
る
。
藤
原
道
長
の
栄
花
を
中
心
に
、
宇
多
天
皇
か
ら
堀
河
天
皇
ま
で
の
十
五
代
約
二
百
年
の
歴
史
を
、
様
々
な
資
料
を
踏
ま
え
て
編
年
体
で
記
し
て
お
り
、

『
源
氏
物
語
』
や
『
紫
式
部
日
記
』
な
ど
か
ら
の
影
響
も
見
ら
れ
る
。
歴
史
的
に
見
て
同
じ
素
材
（
道
長
の
時
代
が
中
心
）
を
扱
っ
て
い
る
『
大
鏡
』
と
比
べ
る
と
、『
大
鏡
』
が
、
藤

原
氏
繁
栄
の
裏
に
あ
る
政
権
争
奪
の
様
子
な
ど
を
批
判
的
に
描
く
面
が
あ
る
の
に
対
し
、『
栄
花
物
語
』
は
、
道
長
一
族
の
栄
花
に
対
す
る
賞
賛
の
度
合
い
が
強
い
。
歴
史
物
語
と
し

て
は
、『
栄
花
物
語
』
以
外
に
、『
大お

お

鏡か
が
み

』『
今い

ま

鏡か
が
み

』『
水み

ず

鏡か
が
み

』『
増ま

す

鏡か
が
み

』（
ま
と
め
て
四し

鏡き
よ
う

と
言
う
）
を
知
っ
て
お
き
た
い
。

本
年
度
、
出
題
さ
れ
た
の
は
、
道
長
の
六
男
で
あ
る
長
家
の
妻
が
死
去
し
、
葬
儀
が
行
わ
れ
る
中
、
長
家
を
は
じ
め
と
し
て
周
囲
の
人
々
が
悲
嘆
に
く
れ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

﹇
通

釈
﹈

《
本
文
》『
栄
花
物
語
』
巻
第
二
十
七
「
こ
ろ
も
の
た
ま
」

大
奥
様
﹇
＝
故
人
の
母
親
﹈
も
、
こ
の
方
々
﹇
＝
故
人
と
縁
故
の
あ
っ
た
人
々
﹈
も
、
ま
た
繰
り
返
し
倒
れ
転
げ
る
よ
う
に
し
て
悲
し
み
な
さ
る
。（
そ
の
ご
様
子
は
）
こ
の
こ
と

を
さ
え
悲
し
く
ひ
ど
く
つ
ら
い
こ
と
だ
と
言
わ
な
い
の
で
あ
っ
た
ら
、
一
体
他
に
ど
ん
な
こ
と
が
（
悲
し
い
と
言
え
よ
う
か
）
と
見
え
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
亡
骸
を
運
ぶ
御

車
の
後
ろ
に
、
大
納
言
﹇
＝
斉
信
・
故
人
の
父
親
﹈、
中
納
言
﹇
＝
長
家
・
故
人
の
夫
﹈、
し
か
る
べ
き
（
縁
故
の
）
人
々
が
徒
歩
で
従
い
な
さ
る
。（
そ
の
ご
様
子
は
）
言
葉
に
す
る

と
並
一
通
り
の
言
い
方
に
し
か
な
ら
な
い
ほ
ど
で
、（
と
て
も
）
表
現
し
つ
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
大
奥
様
の
御
車
や
、
女
房
た
ち
の
車
な
ど
を
後
に
続
け
さ
せ
た
。
御
供
の
人
々

な
ど
は
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
に
多
い
。
法
住
寺
で
は
、
普
段
の
御
参
詣
と
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
（
悲
し
い
）
御
車
な
ど
の
様
子
に
、
僧
都
の
君
﹇
＝
斉
信
の
弟
・
故
人
の
叔
父
﹈
が
、

御
目
の
前
も
真
っ
暗
に
な
っ
て
、
直
視
し
申
し
上
げ
な
さ
る
こ
と
も
で
き
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
、（
亡
骸
を
）
御
車
か
ら
か
つ
ぎ
下
ろ
し
て
、
次
い
で
人
々
も
（
御
車
か
ら
）

降
り
た
。

さ
て
、
こ
の
御
忌
み
﹇
＝
四
十
九
日
﹈
の
間
は
、
誰
も
が
そ
こ
﹇
＝
法
住
寺
﹈
に
（
籠
も
っ
て
喪
に
服
し
て
）
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
山
の
方
へ
ぼ
ん
や
り
と
目
を
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お
や
り
に
な
る
に
つ
け
て
も
、（
木
々
が
）
い
つ
の
ま
に
か
様
々
に
少
し
ず
つ
紅
葉
し
て
い
る
。（
ま
た
、
寂
し
げ
な
）
鹿
の
鳴
く
声
に
目
覚
め
な
さ
っ
て
は
、
さ
ら
に
少
し
心
細
さ
が

ま
さ
り
な
さ
る
。
宮
た
ち
﹇
＝
彰
子
や
姸
子
・
長
家
の
姉
た
ち
﹈
か
ら
も
（
長
家
様
へ
）
お
気
持
ち
を
慰
め
る
よ
う
に
と
御
手
紙
が
度
々
あ
る
け
れ
ど
、（
長
家
様
は
）
今
は
た
だ
た

だ
（
悪
い
）
夢
を
見
て
い
る
よ
う
に
ば
か
り
思
わ
れ
な
さ
っ
て
過
ご
し
な
さ
る
。
月
が
た
い
そ
う
明
る
い
に
つ
け
て
も
、
思
い
残
し
な
さ
る
こ
と
が
な
い
ほ
ど
に
い
ろ
い
ろ
と
物
思
い

に
ふ
け
り
な
さ
る
の
で
あ
っ
た
。
宮
中
に
仕
え
る
女
房
も
、
さ
ま
ざ
ま
に
御
手
紙
を
差
し
上
げ
る
け
れ
ど
も
、（
関
わ
り
が
）
並
一
通
り
程
度
の
人
に
は
、「
い
ず
れ
私
み
ず
か
ら
（
直

接
に
御
挨
拶
申
し
上
げ
ま
す
）」
と
だ
け
（
長
家
様
は
御
返
事
を
）
お
書
き
に
な
る
。
進
内
侍
と
申
し
上
げ
る
女
房
が
、（
次
の
よ
う
に
お
悔
や
み
の
歌
を
）
差
し
上
げ
た
。

契
り
け
ん
…
…
＝
か
つ
て
（
奥
様
と
）
千
年
先
ま
で
も
と
誓
っ
た
で
あ
ろ
う
思
い
は
、（
悲
し
み
で
あ
ふ
れ
る
）
涙
の
水
底
に
沈
み
、
今
頃
は
（
共
寝
し
た
寝
床
の
）
枕
ば
か

り
が
（
涙
に
）
浮
い
て
見
え
る
ほ
ど
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

中
納
言
殿
﹇
＝
長
家
﹈
の
御
返
事
は
、

起
き
臥
し
の
…
＝
(日
々
）
寝
起
き
の
た
び
に
（
い
つ
ま
で
も
尽
き
る
こ
と
は
な
い
と
）
交
わ
し
た
愛
の
誓
い
は
絶
え
て
し
ま
い
、
尽
き
な
い
の
で
枕
を
浮
か
せ
る
ほ
ど
に

な
っ
た
涙
で
あ
り
ま
す
よ
。
﹇
※
「
つ
き
せ
ね
ば
」
は
「
つ
き
せ
ぬ
は
（
尽
き
な
い
の
は
）」
の
誤
り
と
す
る
説
も
あ
る
。﹈

ま
た
、
東
宮
﹇
＝
敦
良
親
王
・
今
上
帝
（
後
一
条
天
皇
）
の
皇
太
子
﹈
の
若
宮
﹇
＝
親
仁
親
王
﹈
の
御
乳
母
で
あ
る
小
弁
（
か
ら
の
歌
は
）、

悲
し
さ
を
…
…
＝
(お
悲
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
が
）
そ
の
悲
し
い
思
い
を
一
方
で
は
お
慰
め
く
だ
さ
い
。
誰
も
が
結
局
は
留
ま
り
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
の
世
で
あ
る
は
ず

が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
、
い
い
え
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
。

（
長
家
様
の
）
御
返
事
は
、

慰
む
る
…
…
…
＝
(い
ま
だ
に
妻
を
失
っ
た
悲
し
み
に
暮
れ
、
そ
れ
を
）
慰
め
る
方
法
も
な
い
の
で
、
世
の
中
が
無
常
で
あ
る
こ
と
に
も
思
い
至
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
よ
。

（
長
家
様
は
）
こ
の
よ
う
に
お
思
い
に
な
り
、
お
っ
し
ゃ
る
に
つ
け
て
も
、「
な
ん
と
ま
あ
、（
こ
ん
な
悲
し
み
の
中
に
あ
っ
て
も
ま
だ
私
は
）
も
の
を
分
別
す
る
こ
と
﹇
＝
冷
静
に

自
分
の
思
い
を
述
べ
た
り
返
歌
を
し
た
り
す
る
こ
と
﹈
が
で
き
る
よ
う
だ
が
、
さ
ら
に
数
カ
月
、
数
年
が
経
っ
た
ら
、（
妻
を
失
っ
た
悲
し
み
を
）
忘
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
、
我
な
が
ら
情
け
な
く
お
思
い
に
な
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。「（
亡
き
妻
は
）
何
事
に
つ
け
て
も
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
も
（
優
れ
て
い
る
の
か
）
と
思
わ
れ

る
ほ
ど
に
感
じ
の
よ
い
人
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
に
な
あ
、
顔
立
ち
を
は
じ
め
と
し
て
、
気
立
て
（
も
よ
く
）、
字
も
上
手
に
書
き
、
絵
な
ど
が
お
気
に
入
り
で
、
先
頃
ま
で
熱
心
に
、

よ
く
う
つ
伏
せ
に
な
っ
て
は
描
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
に
な
あ
、
こ
の
夏
に
描
い
た
絵
を
、
枇
杷
殿
﹇
＝
姸
子
・
長
家
の
姉
・
先
帝
（
三
条
天
皇
）
の
皇
后
﹈
の
も
と
に
持
っ
て
う

か
が
っ
た
と
こ
ろ
、（
枇
杷
殿
が
）
た
い
そ
う
お
も
し
ろ
が
り
お
気
に
入
り
に
な
っ
て
、
お
納
め
に
な
っ
た
が
、
よ
く
ぞ
持
っ
て
う
か
が
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
よ
」
な
ど
と
、
思
い
残

し
な
さ
る
こ
と
が
な
い
ほ
ど
に
い
ろ
い
ろ
と
物
思
い
に
ふ
け
り
な
さ
る
ま
ま
に
、
何
事
に
つ
け
て
も
（
亡
き
奥
様
の
こ
と
を
）
た
だ
た
だ
恋
し
く
思
い
出
し
申
し
上
げ
な
さ
る
。（
奥

様
が
）
長
年
書
き
集
め
な
さ
っ
て
い
た
絵
物
語
な
ど
は
、（
数
年
前
の
火
事
で
）
全
て
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
の
後
、
昨
年
か
ら
今
年
に
か
け
て
集
め
な
さ
っ
た
も
の
も
多
く

あ
っ
た
の
で
、
自
邸
に
戻
っ
た
と
き
に
は
、
そ
れ
ら
を
取
り
出
し
て
は
見
て
心
を
慰
め
よ
う
と
（
長
家
様
は
）
お
思
い
に
な
っ
た
。
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《
問
5
引
用
歌
（
Ｚ
の
歌
）》『
千
載
和
歌
集
』
巻
第
九
哀
傷
歌
（
5
5
9
）

誰
も
み
な
…
…
＝
(小
弁
様
の
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
）
誰
も
皆
（
こ
の
世
に
）
留
ま
り
続
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、（
妻
に
）
先
立
た
れ
た
ば
か
り
の
今
は
、
や
は

り
（
と
て
も
）
悲
し
い
の
で
す
。

﹇
解

説
﹈

問
1

語
句
解
釈
の
問
題

重
要
単
語
・
重
要
文
法
を
確
認
し
、
必
要
に
応
じ
て
前
後
の
文
意
も
踏
ま
え
て
解
答
し
た
い
。

ア

標
準

「
え
ま
ね
び
や
ら
ず
」
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

「
え
／
ま
ね
び
や
ら
／
ず
」
と
単
語
分
け
さ
れ
る
。

「
え
」
は
、
打
消
表
現
（
こ
こ
で
は
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」）
と
呼
応
し
て
、
不
可
能
（
〜
で
き
な
い
）
を
示
す
副
詞
。
こ
れ
が
正
し
い
の
は
、
1
・
4
・
5
で
、
許
容
範
囲

に
入
る
の
が
3
の
「
〜
し
よ
う
が
な
い
」。「
ま
ね
び
」
は
、「
ま
ね
る
・
学
ぶ
」
の
意
も
表
す
が
、「
見
聞
き
し
た
こ
と
を
（
ま
ね
る
か
の
よ
う
に
）
そ
の
ま
ま
伝
え
る
」
の
意

も
表
す
、
バ
行
四
段
活
用
動
詞
「
ま
ね
ぶ
」
の
連
用
形
。
4
の
「
表
現
し
」
は
、
こ
こ
で
は
「
葬
送
の
悲
し
い
様
子
を
そ
の
ま
ま
読
者
に
伝
え
る
」
の
意
と
と
れ
る
か
ら
、「
ま

ね
ぶ
」
の
意
と
言
え
る
。
よ
っ
て
、「
ま
ね
び
」
の
訳
が
正
し
い
の
は
、
3
・
4
。「
や
ら
」
は
、
元
来
、
ラ
行
四
段
活
用
「
や
る
（
遣
る
）」
の
未
然
形
で
、「（
あ
ち
ら
へ
）
や

る
・（
遠
く
へ
）
送
る
」
の
意
で
あ
る
。
現
在
で
も
「
こ
れ
君
に
や●

る●

よ
」「
こ
れ
は
そ
っ
ち
へ
や●

れ●

」
な
ど
と
使
う
語
だ
が
、
こ
の
「
ま
ね
び
や
ら
」
の
よ
う
に
古
文
で
他
の
動

詞
に
つ
い
て
補
助
動
詞
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
場
合
は
、「
遠
く
へ
〜
す
る
」、
ま
た
は
「
十
分
〜
し
き
る
」
の
意
を
示
す
。
こ
の
補
助
動
詞
の
意
味
合
い
が
訳
出
さ
れ
て
い
る
の

は
、
4
の
「
〜
し
つ
く
す
」（
＝
十
分
〜
し
き
る
）
だ
け
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、
全
て
の
要
素
が
訳
出
さ
れ
て
い
る
の
は
4
で
あ
る
。

「
え
〜
ず
」
の
呼
応
も
大
事
だ
が
、
4
の
「
表
現
し
」
が
「
ま
ね
び
」
の
訳
で
あ
る
と
分
か
る
か
ど
う
か
が
正
解
を
得
る
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
だ
ろ
う
。

よ
っ
て
、
正
解
は
4
で
あ
る
。

正
解

22

4

（
5
点
）
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イ

基
礎

「
め
や
す
く
お
は
せ
し
も
の
を
」
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

「
め
や
す
く
／
お
は
せ
／
し
／
も
の
を
」
と
単
語
分
け
さ
れ
る
。

「
め
や
す
く
」
は
、
形
容
詞
「
め
や
す
し
」
の
連
用
形
。「
め
や
す
し
」
は
「
目
安
し
」
の
字
が
当
た
り
、「（
見
た
目
の
）
感
じ
が
よ
い
・
見
苦
し
く
な
い
」
と
訳
す
。
こ
れ
が

正
し
い
の
は
3
の
み
で
あ
る
。
許
容
範
囲
に
入
る
の
が
4
だ
が
、「
す
ぐ
れ
た
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。「
お
は
せ
」
は
、「
い
ら
っ
し
ゃ
る
」
と
訳
す
尊

敬
の
動
詞
（
サ
行
変
格
活
用
）「
お
は
す
」
の
未
然
形
。
こ
れ
が
正
し
い
の
は
2
と
3
で
、
許
容
範
囲
に
入
る
の
が
尊
敬
の
意
を
訳
出
し
て
い
る
5
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、
い
ず

れ
の
語
も
正
し
く
訳
さ
れ
て
い
る
の
は
3
で
あ
る
。
な
お
、「
し
」
は
過
去
（
〜
し
た
）
の
助
動
詞
「
き
」
の
連
体
形
、「
も
の
を
」
は
「
〜
の
に
な
あ
」
と
訳
す
終
助
詞
で
あ

る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
の
選
択
肢
も
正
し
く
訳
さ
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
正
解
は
3
で
あ
る
。

正
解

23

3

（
5
点
）

ウ

基
礎

「
里
に
出
で
な
ば
」
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

「
里
／
に
／
出
で
／
な
／
ば
」
と
単
語
分
け
さ
れ
る
。

「
里
」
は
、「
人
里
」
の
意
も
あ
る
が
、「
自
宅
・
実
家
」
の
意
を
示
す
こ
と
が
重
要
な
名
詞
。「
里
」
だ
け
で
「
山
里
」（
3
）・「
故
郷
」（
5
）
の
意
を
示
す
例
は
多
く
な
く
、

宮
中
に
住
ま
う
人
が
「
実
家
・
自
宅
」
を
指
し
て
言
う
こ
と
が
多
い
。
よ
っ
て
、
こ
れ
が
正
し
い
の
は
1
・
4
で
あ
る
。
な
お
、「
実
家
・
自
宅
」
の
こ
と
は
「
ふ
る
さ
と
」
と

言
う
こ
と
も
あ
る
が
、「
ふ
る
さ
と
」
で
あ
れ
ば
「
か
つ
て
都
が
あ
っ
た
場
所
（
旧
都
）・
か
つ
て
慣
れ
親
し
ん
だ
（
住
ん
で
い
た
・
通
い
慣
れ
て
い
た
・
生
ま
れ
育
っ
た
）
場

所
」
と
い
っ
た
意
味
も
表
す
の
で
、
2
の
「
旧
都
」
や
5
の
「
故
郷
」
の
可
能
性
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
法
住
寺
に
籠
も
っ
て
喪
に
服
し
て
い
る
長
家
が
「
出
で
」

る
場
所
が
「
里
」
で
あ
る
か
ら
、
1
か
4
と
考
え
る
の
が
よ
い
。「
な
」
は
、
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の
未
然
形
。「
ば
」
は
、
未
然
形
に
接
続
し
て
い
る
場
合
は
、
仮
定
条
件

（
も
し
〜
な
ら
ば
）
を
表
す
接
続
助
詞
で
あ
る
。
は
っ
き
り
と
仮
定
条
件
と
分
か
る
訳
し
方
を
し
て
い
る
選
択
肢
は
な
い
が
、「
〜
し
た
と
き
に
は
」（
1
）
と
「
〜
し
た
日
に

は
」（
2
）
は
「
も
し
〜
し
た
ら
、
そ
の
と
き
（
日
）
に
は
」
の
意
と
と
れ
る
の
で
、
こ
れ
ら
が
正
し
い
。
3
と
4
の
「
〜
の
で
」
は
、「
ば
」
が
已
然
形
に
接
続
し
て
い
る
場
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合
（
確
定
条
件
）
の
訳
し
方
で
あ
る
か
ら
正
し
く
な
く
、
5
の
「
〜
す
る
と
す
ぐ
に
」
は
「
ば
」
の
訳
し
方
に
な
い
。
以
上
か
ら
、
全
て
の
要
素
が
正
し
く
訳
さ
れ
て
い
る
の

は
1
で
あ
る
。

「
里
」
の
意
味
と
「
ば
」
の
用
法
が
分
か
れ
ば
正
解
で
き
る
。

よ
っ
て
、
正
解
は
1
で
あ
る
。

正
解

24

1

（
5
点
）

問
2

理
由
説
明
問
題

応
用

傍
線
部
Ａ
「『
今
み
づ
か
ら
』
と
ば
か
り
書
か
せ
た
ま
ふ
」
と
あ
る
が
、
長
家
が
そ
の
よ
う
な
対
応
を
し
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を

選
べ
。

「
今
み
づ
か
ら
」
の
意
味
は
、「
今
す
ぐ
に
自
ら
返
事
を
し
ま
す
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
こ
の
「
今
」
は
「
今
に
・
そ
の
う
ち
に
・
い
ず
れ
」
の
意
で
、「
今
み
づ
か
ら
」

は
、「
い
ず
れ
私
み
ず
か
ら
直
接
に
御
挨
拶
申
し
上
げ
ま
す
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
傍
線
部
「『
今
み
づ
か
ら
』
と
ば
か
り
書
か
せ
た
ま
ふ
」
は
、「『
い
ず
れ
私
み
ず

か
ら
（
直
接
に
御
挨
拶
申
し
上
げ
ま
す
）』
と
だ
け
（
長
家
様
は
御
返
事
を
）
お
書
き
に
な
る
」
と
い
う
意
味
で
、
丁
寧
な
対
応
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
、
傍
線
部
直
前
に
「
よ
ろ
し
き
ほ
ど
は
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
よ
ろ
し
き
ほ
ど
」
の
人
に
対
す
る
対
応
で
あ
る
。

「
よ
ろ
し
き
」
は
、
形
容
詞
「
よ
ろ
し
」
の
連
体
形
で
、「
適
当
だ
・
ふ
さ
わ
し
い
・
優
れ
て
い
る
」
な
ど
プ
ラ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
も
示
す
が
、「
ま
あ
ま
あ
だ
・
ふ
つ
う
だ
・
並

一
通
り
だ
」
の
意
で
も
使
わ
れ
る
語
で
あ
る
。
こ
こ
で
気
が
つ
き
た
い
の
が
、「
並
一
通
り
の
関
わ
り
し
か
な
い
人
か
ら
の
お
く
や
み
の
手
紙
に
対
し
て
」（
1
）、「
妻
と
仲
が

よ
か
っ
た
女
房
た
ち
に
は
」（
2
）、「
心
の
こ
も
っ
た
お
く
や
み
の
手
紙
に
対
し
て
は
」（
3
）、「
大
切
な
相
手
か
ら
の
お
く
や
み
の
手
紙
に
対
し
て
は
」（
5
）
と
、
多
く
の
選

択
肢
で
長
家
が
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
な
対
応
を
し
た
対
象
（
相
手
）
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
2
・
3
・
5
に
あ
る
よ
う
な
対
象
も
「
よ
ろ
し
き
」
の
プ
ラ
ス
イ
メ
ー

ジ
か
ら
す
れ
ば
間
違
っ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
長
家
が
『
今
み
づ
か
ら
（
い
ず
れ
私
み
ず
か
ら
）』
と
だ
け
返
事
を
書
い
て
済
ま
せ
た
と
い
う
の
は
お
か
し

い
。
一
方
、「
並
一
通
り
の
関
わ
り
し
か
な
い
人
」（
1
）
は
、「
よ
ろ
し
き
」
の
「
ま
あ
ま
あ
だ
・
ふ
つ
う
だ
・
並
一
通
り
だ
」
の
意
に
か
な
っ
て
い
て
、
こ
の
よ
う
な
対
象
な

ら
ば
、
長
家
が
『
今
み
づ
か
ら
』
と
だ
け
返
事
を
書
い
て
済
ま
せ
た
対
象
と
し
て
納
得
が
い
く
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
4
は
、
そ
の
よ
う
な
内
容
が
本
文
に
書
か
れ
て
い
な
い

の
で
正
解
に
な
ら
な
い
。
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よ
っ
て
、
正
解
は
1
と
な
る
。「
今
」「
ば
か
り
」
の
意
に
注
意
し
て
傍
線
部
の
意
味
を
理
解
し
、「
よ
ろ
し
き
」
の
意
に
注
意
し
て
直
前
の
「
よ
ろ
し
き
ほ
ど
は
」
の
意
味
を

理
解
す
る
こ
と
で
正
解
は
得
ら
れ
る
。

正
解

25

1

（
7
点
）

問
3

傍
線
部
の
語
句
・
表
現
・
文
法
に
関
す
る
説
明
問
題

応
用

傍
線
部
Ｂ
「
よ
く
ぞ
も
て
ま
ゐ
り
に
け
る
な
ど
、
思
し
残
す
こ
と
な
き
ま
ま
に
、
よ
ろ
づ
に
つ
け
て
恋
し
く
の
み
思
ひ
出
で
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
」
の
語
句
や
表
現
に
関
す

る
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

傍
線
部
は
「
よ
く
ぞ
持
っ
て
う
か
が
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
よ
な
ど
と
、
思
い
残
し
な
さ
る
こ
と
が
な
い
ほ
ど
に
い
ろ
い
ろ
と
物
思
い
に
ふ
け
り
な
さ
る
ま
ま
に
、
何
事
に
つ
け

て
も
（
亡
き
奥
様
の
こ
と
を
）
た
だ
た
だ
恋
し
く
思
い
出
し
申
し
上
げ
な
さ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

少
し
前
に
あ
る
傍
線
部
イ
「
め
や
す
く
お
は
せ
し
も
の
を
」
に
つ
い
て
の
問
一
の
選
択
肢
を
見
る
と
、
い
ず
れ
も
「
も
の
を
」
は
「
〜
の
に
な
あ
」
と
な
っ
て
い
て
、
長
家
が

直
接
的
に
心
情
を
吐
露
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
れ
と
同
じ
表
現
は
少
し
後
の
「
う
つ
伏
し
う
つ
伏
し
て
描
き
た
ま
ひ
し
も●

の●

を●

（
よ
く
う
つ
伏
せ
に
な
っ
て
は
描
い
て

い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の●

に●

な●

あ●

）」
に
も
あ
り
、
こ
の
辺
り
が
「

」
は
付
い
て
い
な
い
も
の
の
、
長
家
の
心
中
会
話
で
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
そ
う
考
え
て
、
こ
の
前
後
を

見
る
と
、
そ
の
内
容
や
表
現
か
ら
見
て
、
傍
線
部
イ
の
直
前
の
「
何
ご
と
に
も
い
か
で
か
く
と
」
か
ら
、
傍
線
部
Ｂ
の
「
よ
く
ぞ
も
て
ま
ゐ
り
に
け
る
」
ま
で
が
「（
亡
き
妻
は
）

何
事
に
つ
け
て
も
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
も
（
優
れ
て
い
る
の
か
）
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
に
感
じ
の
よ
い
人
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
に
な
あ
、
顔
立
ち
を
は
じ
め
と
し
て
、
気
立
て

（
も
よ
く
）、
字
も
上
手
に
書
き
、
絵
な
ど
が
お
気
に
入
り
で
、
最
近
ま
で
熱
心
に
、
よ
く
う
つ
伏
せ
に
な
っ
て
は
描
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
に
な
あ
、
こ
の
夏
に
描
い
た
絵
を
、

枇
杷
殿
の
も
と
に
持
っ
て
う
か
が
っ
た
と
こ
ろ
、（
枇
杷
殿
が
）
た
い
そ
う
お
も
し
ろ
が
り
お
気
に
入
り
に
な
っ
て
、
お
納
め
に
な
っ
た
が
、
よ
く
ぞ
持
っ
て
う
か
が
っ
た
こ
と

で
あ
っ
た
よ
」
と
い
う
意
味
の
心
中
会
話
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
傍
線
部
の
「
な●

ど●

、
思
し
残
す
こ
と
な
き
」
の
「
な
ど
」
は
、
そ
の
直
前
ま
で
が
会
話
や
心
中
会
話
で
あ
る

こ
と
を
示
す
語
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
か
ら
見
て
も
心
中
会
話
の
範
囲
は
、
今
見
た
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
傍
線
部
を
見
る
と
、「
よ
く
ぞ
も
て
ま
ゐ
り
に
け
る
」
は
、
少
し
前
の
「
こ
の
夏
の
絵
を
、
枇
杷
殿
に
も●

て●

ま●

ゐ●

り●

た
り
し
か
ば
」
の
こ
と
を
言
っ
て

い
る
の
で
あ
り
、
会
話
文
（
心
中
会
話
）
中
の
「
け
り
」
は
詠
嘆
で
あ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
、「
よ
く
ぞ
絵
を
枇
杷
殿
の
も
と
へ
持
っ
て
う
か
が
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
な
あ
」
と

い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
、
1
の
説
明
は
正
し
い
。
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続
く
「
思
し
残
す
こ
と
な
き
」
は
、
雰
囲
気
か
ら
だ
け
見
る
と
、
2
が
言
う
よ
う
に
、「
妻
と
と
も
に
過
ご
し
た
日
々
に
後
悔
は
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る

が
、
こ
れ
は
、
右
に
あ
げ
た
長
い
心
中
会
話
を
受
け
て
、「
こ
の
よ
う
に
、
何
も
か
も
残
す
こ
と
な
く
思
い
出
さ
な
い
こ
と
が
な
い
ほ
ど
に
、
い
ろ
い
ろ
と
物
思
い
に
ふ
け
る
」

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
長
家
は
こ
こ
で
妻
の
死
を
悲
し
み
、
悲
嘆
に
暮
れ
て
い
る
わ
け
で
、「
後
悔
は
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
さ
っ
ぱ
り
と
し
た
気
分
で
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
よ
っ
て
、
2
の
説
明
は
正
し
く
な
い
。

こ
の
「
思
し
残
す
こ
と
な
き
」
の
意
が
理
解
で
き
れ
ば
、「
思
し
残
す
こ
と
な
き
ま
ま
に
、
よ
ろ
づ
に
つ
け
て
恋
し
く
の
み
思
ひ
出
で
」
が
、「
思
い
残
し
な
さ
る
こ
と
が
な
い

ほ
ど
に
い
ろ
い
ろ
と
物
思
い
に
ふ
け
り
な
さ
る
ま
ま
に
、
何
事
に
つ
け
て
も
た
だ
た
だ
恋
し
く
思
い
出
し
」
の
意
で
あ
る
こ
と
も
分
か
る
だ
ろ
う
。「
ま
ま
に
」
は
、「
〜
す
る
に

つ
れ
て
・
〜
す
る
に
し
た
が
っ
て
」「
〜
に
ま
か
せ
て
」「
〜
の
と
お
り
に
」「
〜
の
で
」「
〜
す
る
や
い
な
や
」
な
ど
の
意
味
で
あ
り
、
3
が
説
明
す
る
「
そ
れ
で
も
や
は
り
」

と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
ま
た
、
本
文
全
体
か
ら
見
て
、
長
家
は
ひ
た
す
ら
悲
嘆
に
暮
れ
て
お
り
、「
妻
の
死
を
受
け
入
れ
た
つ
も
り
」
な
ど
微
塵
も
な
い
。
よ
っ
て
、
3
の
説

明
は
正
し
く
な
い
。

「
よ
ろ
づ
（
万
）」
は
、「
何
ご
と
に
つ
け
て
も
・
万
事
」
の
意
で
、「
よ
ろ
づ
に
つ
け
て
恋
し
く
の
み
思
ひ
出
で
」
は
、
右
で
も
見
た
よ
う
に
、「
何
事
に
つ
け
て
も
た
だ
た
だ

（
亡
き
妻
を
）
恋
し
く
思
い
出
し
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
よ
っ
て
、「
よ
ろ
づ
に
つ
け
て
」
を
、「
妻
の
描
い
た
絵
物
語
の
す
べ
て
が
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
事
に
対
す
る
」
と
説

明
し
て
い
る
4
は
正
し
く
な
い
。

傍
線
部
最
後
の
「
思
ひ
出
で
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
」
は
、「
思
ひ
出
で
／
き
こ
え
／
さ
せ
／
た
ま
ふ
」
と
単
語
分
け
さ
れ
、「（
長
家
様
は
亡
き
奥
様
の
こ
と
を
）
た
だ
た
だ
恋

し
く
思
い
出
し
申
し
上
げ
な
さ
る
」
と
訳
さ
れ
る
。
主
体
で
あ
る
長
家
に
対
す
る
敬
語
の
使
わ
れ
方
を
見
る
と
、「
月
の
い
み
じ
う
明
き
に
も
、
思
し
残
さ
せ●

た●

ま●

ふ●

こ
と
な
し
」

（
第
二
段
落
）、「『
今
み
づ
か
ら
』
と
ば
か
り
書
か
せ●

た●

ま●

ふ●

」（
傍
線
部
Ａ
）
な
ど
、
尊
敬
の
助
動
詞
「
す
」（「
せ
」
は
連
用
形
）
と
尊
敬
の
補
助
動
詞
「
た
ま
ふ
」
の
組
み
合

わ
せ
に
よ
る
最
高
敬
語
（
二
重
尊
敬
）
が
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
傍
線
部
の
「
思
ひ
出
で
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
」
も
「
さ
せ
た
ま
ふ
」
は
、
尊
敬
の
助
動
詞
「
さ
す
」
の
連
用
形

「
さ
せ
」
と
尊
敬
の
補
助
動
詞
「
た
ま
ふ
」
に
よ
る
最
高
敬
語
（
二
重
尊
敬
）
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
内
容
か
ら
見
て
も
、
こ
こ
は
長
家
が
妻
を
思
い
出
す
と

い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、「
さ
せ
」
を
使
役
と
し
、「
懐
か
し
ん
で
ほ
し
い
と
、
長
家
が
枇
杷
殿
に
強
く
訴
え
て
い
る
」
と
い
う
内
容
だ
と
す
る
5
の
説
明
は
正
し
く
な
い
。

以
上
か
ら
、
正
解
は
1
で
あ
る
。

正
解

26

1

（
6
点
）
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問
4

登
場
人
物
に
関
す
る
説
明
問
題

標
準

こ
の
文
章
の
登
場
人
物
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

登
場
人
物
が
多
い
の
で
、
こ
の
形
式
で
問
う
て
い
る
が
、
要
は
内
容
合
致
問
題
で
あ
る
。
同
形
式
は
2
0
1
7
年
度
セ
ン
タ
ー
試
験
で
出
題
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

1
は
、「『
大
北
の
方
』
だ
け
は
冷
静
さ
を
保
っ
て
人
々
に
指
示
を
与
え
て
い
た
」
が
誤
り
。「
大
北
の
方
」
に
つ
い
て
は
、
本
文
一
〜
二
行
目
に
、「
お
し
か
へ
し
臥
し
ま
ろ

ば
せ
た
ま
ふ
（
＝
繰
り
返
し
倒
れ
転
げ
る
よ
う
に
し
て
悲
し
み
な
さ
る
）」、「
北
の
方
の
御
車
や
、
女
房
た
ち
の
車
な
ど
ひ
き
続
け
た
り
（
＝
大
奥
様
の
御
車
や
、
女
房
た
ち
の

車
な
ど
を
後
に
続
け
さ
せ
た
）」（
本
文
二
行
目
）
と
あ
る
だ
け
で
、
1
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
な
内
容
は
本
文
に
は
な
い
。

2
は
、「
気
丈
に
振
る
舞
い
」
が
本
文
に
な
く
、「
亡
骸
を
車
か
ら
降
ろ
し
た
」
が
本
文
か
ら
は
不
明
で
あ
る
。
本
文
四
行
目
に
、「
僧
都
の
君
、
御
目
も
く
れ
て
、
え
見
た
て

ま
つ
り
た
ま
は
ず
（
＝
僧
都
の
君
が
、
御
目
の
前
も
真
っ
暗
に
な
っ
て
、
直
視
し
申
し
上
げ
な
さ
る
こ
と
も
で
き
な
い
ほ
ど
で
あ
る
）」
と
あ
る
の
で
、
2
の
前
半
の
説
明
は
ほ

ぼ
正
し
い
（
厳
密
に
は
「
涙
が
あ
ふ
れ
」「
亡
骸
を
」
は
書
か
れ
て
い
な
い
）
が
、「
気
丈
に
振
る
舞
い
」
に
相
当
す
る
表
現
は
本
文
に
は
な
い
。
ま
た
、
そ
の
直
後
に
、「
御
車

か
き
お
ろ
し
て
（
＝
亡
骸
を
御
車
か
ら
か
つ
ぎ
下
ろ
し
て
）」
と
あ
る
が
、「
え
見
た
て
ま
つ
り
た●

ま●

は●

ず
」
で
「
僧
都
の
君
」
に
使
わ
れ
て
い
る
尊
敬
語
が
こ
こ
に
は
な
く
、
亡

骸
を
降
ろ
し
た
人
々
の
中
に
「
僧
都
の
君
」
が
含
ま
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
判
然
と
し
な
い
。

3
は
、「
妻
を
亡
く
し
た
こ
と
が
夢
で
あ
っ
て
く
れ
れ
ば
よ
い
と
思
っ
て
い
た
」
が
本
文
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
3
の
前
半
の
内
容
は
、
第
二
段
落
一
行
目
の
、「
山
の
方

を
な
が
め
や
ら
せ
た
ま
ふ
に
つ
け
て
も
、
わ
ざ
と
な
ら
ず
色
々
に
す
こ
し
う
つ
ろ
ひ
た
り
。
鹿
の
鳴
く
音
に
御
目
も
さ
め
て
（
＝
山
の
方
へ
ぼ
ん
や
り
と
目
を
お
や
り
に
な
る
に

つ
け
て
も
、
木
々
が
い
つ
の
ま
に
か
様
々
に
少
し
ず
つ
紅
葉
し
て
い
る
。
寂
し
げ
な
鹿
の
鳴
く
声
に
目
覚
め
な
さ
っ
て
は
）」
に
相
当
す
る
と
言
え
る
が
、
こ
の
続
き
は
、「
今
す

こ
し
心
細
さ
ま
さ
り
た
ま
ふ
（
＝
さ
ら
に
少
し
心
細
さ
が
ま
さ
り
な
さ
る
）」
で
あ
り
、
こ
の
時
に
「
妻
を
亡
く
し
た
こ
と
が
夢
で
あ
っ
て
く
れ
れ
ば
よ
い
」
と
思
っ
た
と
は
書

か
れ
て
い
な
い
。
少
し
後
に
、「
た
だ
今
は
た
だ
夢
を
見
た
ら
ん
や
う
に
の
み
思
さ
れ
て
（
＝
今
は
た
だ
た
だ
悪
い
夢
を
見
て
い
る
よ
う
に
ば
か
り
思
わ
れ
な
さ
っ
て
）」
と
は
あ

る
が
、
こ
れ
は
「
宮
々
」
か
ら
「
思
し
慰
む
べ
き
御
消
息
（
＝
気
持
ち
を
慰
め
る
よ
う
に
と
の
御
手
紙
）」
が
あ
っ
た
時
の
気
持
ち
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

「
秋
の
終
わ
り
の
寂
し
い
風
景
を
目
に
す
る
」
時
の
感
興
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
、「
今
は
た
だ
た
だ
悪
い
夢
を
見
て
い
る
よ
う
に
ば
か
り
思
わ
れ
る
」

は
、
悲
し
み
の
あ
ま
り
呆
然
と
し
て
い
る
状
態
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
3
に
あ
る
「
妻
を
亡
く
し
た
こ
と
が
夢
で
あ
っ
て
く
れ
れ
ば
よ
い
」
と
い
う
の
と
は
厳
密
に
は

意
味
が
違
っ
て
い
る
。

4
は
、「
自
分
も
枕
が
浮
く
ほ
ど
涙
を
流
し
て
い
る
」
が
正
し
く
な
い
。「
進
内
侍
」
の
「
契
り
け
ん
」
の
歌
は
、「
か
つ
て
（
奥
様
と
）
千
年
先
ま
で
も
と
誓
っ
た
で
あ
ろ
う

思
い
は
、（
悲
し
み
で
あ
ふ
れ
る
）
涙
の
水
底
に
沈
み
、（
共
寝
し
た
寝
床
の
）
枕
ば
か
り
が
浮
い
て
見
え
る
ほ
ど
で
し
ょ
う
ね
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
見
ゆ
ら
ん
」
の
「
ら

2021 年度 大学入学共通テスト 古典

－ 8－



ん
」
は
、
基
本
的
に
「
今
頃
は
〜
し
て
い
る
だ
ろ
う
」
と
訳
す
現
在
推
量
（
視
界
外
現
在
推
量
）
の
助
動
詞
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
歌
の
詠
み
手
で
あ
る
「
進
内
侍
」
が
、

自
分
か
ら
は
見
え
て
い
な
い
こ
と
を
、「
今●

頃●

は●

枕
ば
か
り
が
浮
い
て
見
え
る
ほ
ど
に
な
っ
て
い●

る●

の●

で●

は●

な●

い●

で●

し●

ょ●

う●

か●

」
と
推
量
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
長
家

が
涙
を
流
し
て
い
る
こ
と
を
推
量
し
て
い
る
の
で
あ
り
、「
自
分
も
枕
が
浮
く
ほ
ど
涙
を
流
し
て
い
る
」
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

5
は
、
最
終
段
落
の
二
〜
三
行
目
に
書
か
れ
て
い
る
、「
顔
か
た
ち
よ
り
は
じ
め
、
心
ざ
ま
、
手
う
ち
書
き
、
絵
な
ど
の
心
に
入
り
、
さ
い
つ
こ
ろ
ま
で
御
心
に
入
り
て
、
う

つ
伏
し
う
つ
伏
し
て
描
き
た
ま
ひ
し
」
に
相
当
し
て
い
て
誤
り
は
な
い
。「
か
た
ち
」
は
「
容
貌
・
顔
立
ち
」
の
意
。「
心
ざ
ま
」
は
「
心
の
様
子
・
気
立
て
・
性
格
」
の
意
。

「
手
」
は
「
文
字
・
筆
跡
」
の
意
。「
心
に
入
る
」
は
「
気
に
入
る
・
興
味
を
持
つ
・
熱
中
す
る
」
の
意
。「
さ
い
つ
こ
ろ
」
は
「
先
頃
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
は
、
問
3
で

見
た
よ
う
に
、
長
家
の
心
中
会
話
で
、
亡
き
妻
を
思
い
出
し
て
、「
何
ご
と
に
も
い
か
で
か
く
と
め
や
す
く
お
は
せ
し
も
の
を
（
＝
何
事
に
つ
け
て
も
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
も

優
れ
て
い
る
の
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
に
感
じ
の
よ
い
人
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
に
な
あ
）」
と
始
め
、
妻
の
色
々
な
点
に
つ
い
て
賞
賛
を
続
け
て
い
る
箇
所
で
あ
る
か
ら
、「
顔
か

た
ち
よ
り
は
じ
め
、
心
ざ
ま
、
手
う
ち
書
き
」
と
い
う
の
は
、
明
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
「
顔
か
た
ち
・
心
ざ
ま
・
手
」
が
素
晴
ら
し
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、「
絵
」
に
興
味
を
持
っ
て
、
先
頃
ま
で
熱
心
に
描
い
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
5
の
説
明
は
正
し
い
。

以
上
か
ら
、
正
解
は
5
で
あ
る
。

正
解

27

5

（
6
点
）

問
5

和
歌
に
関
す
る
説
明
問
題

応
用

次
に
示
す
【
文
章
】
を
読
み
、
そ
の
内
容
を
踏
ま
え
て
、
Ｘ
・
Ｙ
・
Ｚ
の
三
首
の
和
歌
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
二
つ
選
べ
。

共
通
テ
ス
ト
に
先
立
っ
て
発
表
・
実
施
さ
れ
た
モ
デ
ル
問
題
や
試
行
調
査
（
プ
レ
テ
ス
ト
）
で
は
、
古
文
の
本
文
が
複
数
あ
る
、
ま
た
は
、
古
文
の
本
文
は
一
つ
だ
が
、
問
5

に
複
数
の
人
間
に
よ
る
会
話
文
が
あ
り
、
そ
の
中
に
本
文
に
関
連
す
る
古
文
や
和
歌
が
引
用
さ
れ
て
い
る
、
と
い
っ
た
形
式
で
の
出
題
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
セ
ン
タ
ー
試
験
に
は

な
い
新
し
い
出
題
形
式
で
あ
っ
た
。

今
回
の
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
本
試
験
（
一
回
目
）
で
は
、
古
文
の
本
文
は
一
つ
で
、
会
話
形
式
も
な
か
っ
た
が
、
問
5
に
短
い
和
歌
の
説
明
文
（
現
代
文
）
が
組
み
込
ま
れ
、

そ
の
中
に
本
文
に
関
連
す
る
和
歌
が
引
用
さ
れ
て
出
題
さ
れ
た
。
そ
の
出
題
形
式
は
、
モ
デ
ル
問
題
や
試
行
調
査
に
も
な
か
っ
た
新
形
式
と
言
え
る
が
、
要
は
、
本
文
中
の
和
歌

と
問
5
に
引
用
さ
れ
た
和
歌
、
合
わ
せ
て
三
首
の
和
歌
の
解
釈
の
問
題
で
あ
る
。
複
数
の
和
歌
の
解
釈
問
題
は
セ
ン
タ
ー
試
験
で
も
た
び
た
び
出
題
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
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短
い
説
明
文
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
は
言
え
、
そ
の
内
容
は
セ
ン
タ
ー
試
験
の
和
歌
の
問
題
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

Ｘ
・
Ｙ
・
Ｚ
の
三
首
の
和
歌
は
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
。

Ｘ

悲
し
さ
を
…
…
＝
(お
悲
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
が
）
そ
の
悲
し
い
思
い
を
一
方
で
は
お
慰
め
く
だ
さ
い
。
誰
も
が
結
局
は
留
ま
り
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
の
世
で
あ
る

は
ず
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
、
い
い
え
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
。

※
｢か
つ
は
」
は
、「
一
方
で
は
」
の
意
。「
べ
き
」
は
、
可
能
（
〜
で
き
る
）
の
助
動
詞
「
べ
し
」
の
連
体
形
。「
か
」
は
、
反
語
（
〜
か
、
い
い
や
、

〜
な
い
）
の
係
助
詞
の
文
末
用
法
で
あ
る
。

Ｙ

慰
む
る
…
…
…
＝
(い
ま
だ
に
妻
を
失
っ
た
悲
し
み
に
暮
れ
、
そ
れ
を
）
慰
め
る
方
法
も
な
い
の
で
、
世
の
中
が
無
常
で
あ
る
こ
と
に
も
思
い
至
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

よ
。

※
｢方
」
は
、「
方
法
」
の
意
。「
し
」
は
、
訳
に
反
映
し
な
く
て
も
よ
い
強
意
の
副
助
詞
。「
な
け
れ
」
は
、
形
容
詞
「
な
し
」
の
已
然
形
。「
ば
」
は
、

已
然
形
に
接
続
し
て
確
定
条
件
（
〜
の
で
・
〜
と
・
〜
と
こ
ろ
）
を
示
す
接
続
助
詞
。「
常
な
き
こ
と
」
は
、「
無
常
」
の
意
。「
無
常
」
と
は
、
本

来
「
万
物
が
常
に
変
化
し
、
同
じ
で
あ
り
続
け
る
こ
と
が
な
い
こ
と
」
の
意
だ
が
、
多
く
は
「
命
の
は
か
な
さ
」
を
言
う
言
葉
で
あ
る
。「
れ
」
は
、

可
能
（
〜
で
き
る
）
の
助
動
詞
「
る
」
の
未
然
形
。「
ざ
り
」
は
、
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
の
連
用
形
。「
け
り
」
は
、
詠
嘆
（
〜
な
あ
）
の
助
動

詞
の
終
止
形
で
あ
る
。

Ｚ

誰
も
み
な
…
…
＝
(小
弁
様
の
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
）
誰
も
皆
（
こ
の
世
に
）
留
ま
り
続
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、（
妻
に
）
先
立
た
れ
た
ば
か
り
の
今
は
、

や
は
り
（
と
て
も
）
悲
し
い
の
で
す
。

※
｢べ
き
」
は
、
可
能
（
〜
で
き
る
）
の
助
動
詞
「
べ
し
」
の
連
体
形
。「
に
」
は
、
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
の
連
用
形
。「
ね
」
は
、
打
消
の
助
動

詞
「
ず
」
の
已
然
形
。「
後
る
る
」
は
、「
遅
れ
る
・
劣
る
」
の
意
も
あ
る
が
、「
先
立
た
れ
る
」
の
意
が
問
わ
れ
や
す
い
動
詞
「
後
る
（
お
く
る
）」

の
連
体
形
。「
ほ
ど
」
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
程
度
」、「
身
分
」
な
ど
の
意
を
示
す
が
、「
時
・
頃
・
間
」
な
ど
と
訳
す
こ
と
が
多
い
名
詞
。「
な
ほ
」

は
、「
や
は
り
・
さ
ら
に
」
の
意
の
副
詞
。「
ぞ
」
は
、
強
意
（
訳
に
反
映
し
な
く
て
も
よ
い
）
の
係
助
詞
で
あ
る
。

和
歌
Ｘ
で
「
小
弁
」
が
「
命
は
は
か
な
い
者
な
の
だ
か
ら
、
そ
う
考
え
て
悲
し
み
を
慰
め
よ
」
と
詠
ん
だ
の
に
対
し
て
、
長
家
は
、
和
歌
Ｙ
で
は
「
悲
し
み
が
深
す
ぎ
て
、
人

の
世
の
無
常
に
ま
で
思
い
至
る
こ
と
が
で
き
な
い
」、
和
歌
Ｚ
で
は
「
人
の
世
の
無
常
は
分
か
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
現
実
の
死
を
目
の
前
に
す
る
と
や
は
り
悲
し
い
」
と
詠
ん
で

い
る
こ
と
に
な
る
。

和
歌
Ｘ
に
つ
い
て
の
説
明
を
見
る
と
、
2
の
「
世
の
中
は
無
常
で
誰
し
も
永
遠
に
生
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
」、
3
の
「
誰
で
も
い
つ
か
は
必
ず

死
ぬ
身
な
の
だ
か
ら
と
言
っ
て
長
家
を
慰
め
よ
う
と
し
て
い
る
」、
4
の
「
励
ま
し
」、
5
の
「
長
家
を
励
ま
そ
う
と
し
た
和
歌
」
は
、
右
で
見
た
歌
意
に
合
致
し
て
い
て
説
明
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に
間
違
い
が
な
い
が
、
1
の
「
長
家
の
悲
し
み
を
深
く
は
理
解
し
て
い
な
い
、
あ
り
き
た
り
な
お
く
や
み
の
歌
」、「『
悲
し
み
を
き
っ
ぱ
り
忘
れ
な
さ
い
』
と
安
易
に
言
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
」、「
誠
意
の
な
さ
が
露
呈
し
て
し
ま
っ
て
い
る
」
は
、
正
し
い
と
は
言
え
な
い
。

問
2
で
見
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
長
家
は
、「
よ
ろ
し
き
ほ
ど
（
＝
並
一
通
り
の
関
わ
り
し
か
な
い
人
）」
に
は
「
今
み
づ
か
ら
（
＝
い
ず
れ
私
み
ず
か
ら
直
接
に
御
挨
拶
申
し

上
げ
ま
す
）」
と
だ
け
返
事
を
し
て
済
ま
せ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
、
和
歌
の
や
り
と
り
を
し
て
い
る
「
小
弁
」
が
長
家
の
悲
し
み
を
理
解
し
て
い
な
い
、
誠
意
の
な
い
人
で

あ
る
は
ず
は
な
く
、
ま
た
、
あ
り
き
た
り
な
挨
拶
の
歌
を
送
っ
て
き
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
、「
小
弁
」
は
「
悲
し
み
を
き
っ
ぱ
り
忘
れ
な
さ
い
」
と
安
易
に
言
っ
て
い

る
の
で
は
な
く
、「
か
つ
は
（
一
方
で
は
）」
と
あ
る
の
で
、「
悲
し
む
の
は
分
か
る
が
、
そ●

の●

一●

方●

で●

、
悲
し
ん
で
ば
か
り
い
る
の
で
な
く
、
悲
し
み
を
お
慰
め
く
だ
さ
い
」
と

言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
長
家
の
悲
し
み
に
つ
い
て
理
解
し
た
上
で
、「
い
つ
ま
で
も
悲
し
ん
で
ば
か
り
い
ら
っ
し
ゃ
る
な
」
と
慰
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
1
は
正
解

に
な
ら
な
い
。

和
歌
Ｙ
に
つ
い
て
の
説
明
を
見
る
と
、
5
の
「
私
の
心
を
癒
や
す
こ
と
の
で
き
る
人
な
ど
い
な
い
と
反
発
し
た
歌
」
は
、
さ
き
に
見
た
歌
意
と
合
致
せ
ず
、
説
明
が
正
し
く

な
い
。
ま
た
、
5
は
、
後
半
の
、「
長
家
が
他
人
の
干
渉
を
わ
ず
ら
わ
し
く
思
い
」
も
、
和
歌
や
和
歌
に
続
く
本
文
か
ら
読
み
取
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
長
家
は
ひ
た
す
ら
亡
き
妻

の
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
る
と
は
言
え
る
が
、
5
の
「
思
い
出
の
世
界
に
と
じ
こ
も
っ
て
ゆ
く
」
は
言
い
過
ぎ
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
5
は
正
解
に
な
ら
な
い
。

ま
た
、
6
の
「
世
の
無
常
の
こ
と
な
ど
今
は
考
え
ら
れ
な
い
と
詠
ん
だ
歌
」
は
、
さ
き
に
見
た
歌
意
と
合
致
し
て
い
て
、
説
明
が
正
し
い
。
6
は
、
中
盤
以
降
の
、「
そ
う
詠

ん
だ
こ
と
で
か
え
っ
て
こ
の
世
の
無
常
を
意
識
し
て
し
ま
っ
た
長
家
が
、
い
つ
か
は
妻
へ
の
思
い
も
薄
れ
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
」
も
、
和
歌
の
後
の
、「
か
や
う
に
思

し
の
た
ま
は
せ
て
も
、
い
で
や
、
も
の
の
お
ぼ
ゆ
る
に
こ
そ
あ
め
れ
、
ま
し
て
月
ご
ろ
、
年
ご
ろ
に
も
な
ら
ば
、
思
ひ
忘
る
る
や
う
も
や
あ
ら
ん
と
、
わ
れ
な
が
ら
心
憂
く
思
さ

る
」、
つ
ま
り
、「
こ
の
よ
う
に
お
思
い
に
な
り
、
お
っ
し
ゃ
る
に
つ
け
て
も
、『
な
ん
と
ま
あ
、（
こ
ん
な
悲
し
み
の
中
に
あ
っ
て
も
ま
だ
私
は
）
も
の
を
分
別
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
だ
が
、
さ
ら
に
数
ヶ
月
、
数
年
が
経
っ
た
ら
、（
妻
を
失
っ
た
悲
し
み
を
）
忘
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
』
と
、
我
な
が
ら
情
け
な
く
お
思
い
に

な
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
」
に
相
当
し
て
い
て
正
し
い
。
ま
た
、
最
後
の
「
妻
を
深
く
追
慕
し
て
ゆ
く
景
気
と
な
っ
て
い
る
」
も
、
続
く
「
な
に
ご
と
に
も
い
か
で
か
く
〜
よ
く

ぞ
も
て
ま
ゐ
り
に
け
る
な
ど
、
思
し
残
す
こ
と
な
き
ま
ま
に
、
よ
ろ
づ
に
つ
け
て
恋
し
く
の
み
思
ひ
出
で
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
」（
通
釈
や
問
3
の
解
説
を
参
照
）
と
い
う
長
家

の
様
子
に
合
致
し
て
い
て
、
説
明
に
誤
り
が
な
い
。
よ
っ
て
、
6
は
正
解
と
な
る
。

ま
た
、
4
の
和
歌
Ｙ
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
和
歌
Ｘ
と
「
同
じ
言
葉
」
を
用
い
て
い
な
い
と
い
う
説
明
は
正
し
い
が
、「
和
歌
Ｘ
の
励
ま
し
を
拒
む
姿
勢
を
表
明
し
て
い
る
」

と
い
う
説
明
は
、
言
い
過
ぎ
の
感
が
あ
る
。
和
歌
Ｙ
が
表
し
て
い
る
の
は
、「
今
は
悲
し
す
ぎ
て
、
こ
の
世
の
無
常
に
ま
で
は
思
い
が
至
ら
な
い
」
と
い
う
状
況
の
説
明
で
あ
り
、

「
励
ま
し
を
拒
む
姿
勢
」
と
ま
で
は
言
え
な
い
。
よ
っ
て
、
4
は
正
解
に
は
な
り
そ
う
に
な
い
。

和
歌
Ｚ
に
つ
い
て
の
説
明
を
見
る
と
、
2
の
「
そ
の
内
容
﹇
＝
世
の
無
常
を
説
く
和
歌
Ｘ
の
内
容
﹈
を
あ
え
て
肯
定
す
る
こ
と
で
、
妻
に
先
立
た
れ
て
し
ま
っ
た
悲
し
み
を

な
ん
と
か
慰
め
よ
う
と
し
て
い
る
」
は
、
さ
き
に
見
た
歌
意
と
合
致
せ
ず
、
説
明
が
正
し
く
な
い
。
和
歌
Ｚ
は
、
和
歌
Ｘ
の
内
容
を
「
あ
え
て
﹇
＝
取
り
立
て
て
、
わ
ざ
わ
ざ
﹈

2021 年度 大学入学共通テスト 古典

－ 11 －



肯
定
」
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、「
悲
し
み
を
な
ん
と
か
慰
め
よ
う
」
と
も
言
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
2
は
正
解
に
な
ら
な
い
。

和
歌
Ｚ
の
、「
誰
も
皆
と
ま
る
べ
き
に
は
あ
ら
ね
ど
も
」
は
、「
確
か
に
小
弁
様
﹇
＝
和
歌
Ｘ
﹈
の
言
う
と
お
り
、
こ
の
世
は
無
常
で
あ
り
、
命
は
は
か
な
い
も
の
で
は
あ
る
、

し
か
し
そ
う
は
言
っ
て
も
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
3
の
「
ひ
と
ま
ず
そ
れ
﹇
＝
世
の
無
常
を
説
く
和
歌
Ｘ
の
内
容
﹈
に
同
意
し
た
う
え
で
」
と

い
う
説
明
が
正
し
い
。
ま
た
、
和
歌
Ｚ
の
、「
後
る
る
ほ
ど
は
な
ほ
ぞ
悲
し
き
」
は
「
実
際
、
妻
に
先
立
た
れ
た
今
は
や
は
り
悲
し
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
3

の
「
そ
れ
で
も
妻
を
亡
く
し
た
今
は
悲
し
く
て
な
ら
な
い
と
訴
え
て
い
る
」
と
い
う
説
明
が
正
し
い
。
よ
っ
て
、
3
は
正
解
と
な
る
。

ま
た
、
4
の
和
歌
Ｚ
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
和
歌
Ｘ
と
「
同
じ
言
葉
」
を
用
い
て
い
る
と
い
う
説
明
は
正
し
い
が
、「（
小
弁
が
）
悲
し
み
を
癒
や
し
て
く
れ
た
こ
と
へ
の
感

謝
を
表
現
し
て
い
る
」
と
い
う
説
明
は
、
さ
き
に
見
た
歌
意
と
合
致
せ
ず
、
正
し
く
な
い
。
よ
っ
て
、
4
は
、
和
歌
Ｙ
に
関
し
て
も
正
解
に
は
な
り
そ
う
に
な
か
っ
た
が
、
和

歌
Ｚ
に
関
す
る
説
明
を
見
る
と
正
解
に
な
ら
な
い
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
。

以
上
か
ら
、
正
解
は
3
と
6
で
あ
る
。

正
解

28
・
29

3
・
6

（
順
不
同
）

（
各
8
点
）
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第
4
問

漢
文

『
欧
陽
文
忠
公
集
』『
韓
非
子
』

﹇
出

典
﹈

【
問
題
文
Ⅰ
】
は
、
北
宋そ

う

の
時
代
の
政
治
家
、
学
者
、
唐と

う

宋そ
う

八は
ち

大た
い

家か

と
し
て
文
章
家
と
し
て
も
著
名
な
欧お

う

陽よ
う

脩し
ゆ
う

（
一
〇
〇
七
〜
一
〇
七
二
年
）
の
『
欧お

う

陽よ
う

文ぶ
ん

忠ち
ゆ
う

公こ
う

集し
ゆ
う

』
中
の
、

「
有
馬
示
徐
無
黨
」
と
い
う
五
言
古
詩
。「
文
忠
」
は
諡
（
お
く
り
な
）
で
あ
る
。

【
問
題
文
Ⅱ
】
は
、
戦
国
時
代
末
期
の
、
法ほ

う

家か

の
思
想
家
韓か

ん

非ぴ

（
？
〜
前
二
三
三
年
）
の
著
『
韓
非
子
』
の
〈
喩
老
第
二
十
一
〉
の
一
節
。『
韓
非
子
』
は
、
韓
非
子
自
身
の
著
と
い

う
よ
り
、
実
際
に
は
後
世
付
加
さ
れ
た
部
分
が
多
い
。
唐
代
ま
で
は
「
韓
子
」
と
称
し
た
が
、
韓
愈ゆ

を
韓
子
と
し
た
の
と
区
別
す
る
た
め
に
韓
非
子
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
孔

子
・
孟
子
な
ど
の
儒じ

ゆ

家か

の
徳
治
主
義
を
排
し
、
法
律
・
刑
罰
を
絶
対
化
し
た
、「
法
治
主
義
」「
富
国
強
兵
」「
中
央
集
権
」
の
政
治
思
想
は
、
秦し

ん

の
始
皇
帝
の
天
下
統
一
に
大
き
な
影

響
を
与
え
た
。

﹇
書
き
下
し
文
﹈

【
問
題
文
Ⅰ
】

吾わ
れ

に
千せ

ん

里り

の
馬う

ま

有あ

り

毛も
う

骨こ
つ

何な
ん

ぞ
蕭せ

う

森し
ん

た
る

疾は
や

く
馳は

す
れ
ば
奔ほ

ん

風ぷ
う

の
ご
と
く

白は
く

日じ
つ

に
陰か

げ

を
留と

ど

む
る
無な

し

徐お
も
む

ろ
に
駆か

く
れ
ば
大た

い

道だ
う

に
当あ

た
り

歩ほ

驟し
う

は
五ご

音い
ん

に
中あ

た
る

馬う
ま

に
四し

足そ
く

有あ

り
と
雖い

へ
ど

も

遅ち

速そ
く

は
吾わ

が
心こ

こ
ろ

に
在あ

り

六り
く

轡ひ

は
吾わ

が
手て

に
応お

う

じ

調て
う

和わ

す
る
こ
と
瑟し

つ

琴き
ん

の
ご
と
し

東と
う

西ざ
い

と
南な

ん

北ぼ
く

と

山や
ま

と
林は

や
し

と
を
高か

う

下げ

す

惟た

だ
意い

の
適ゆ

か
ん
と
欲ほ

つ

す
る
所と

こ
ろ

に
し
て

九き
う

州し
う

周あ
ま
ね

く
尋た

づ

ぬ
べ
し

至い
た

れ
る
か
な
人ひ

と

と
馬う

ま

と

両り
や
う

楽ら
く

相あ
ひ

侵を
か

さ
ず

伯は
く

楽ら
く

は
其そ

の
外そ

と

を
識し

る
も

徒た

だ
価あ

た
ひ

の
千せ

ん

金き
ん

な
る
を
知し

る

王わ
う

良り
や
う

は
其そ

の
性せ

い

を
得え

た
り

此こ

の
術じ

ゆ
つ

固も
と

よ
り
已す

で

に
深ふ

か

し

良り
や
う

馬ば

は
善ぜ

ん

馭ぎ
よ

を
須ま

つ

吾わ

が
言げ

ん

箴し
ん

と
為な

す
べ
し
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【
問
題
文
Ⅱ
】

凡お
よ

そ
御ぎ

よ

の
貴た

つ
と

ぶ
所と

こ
ろ

は
、
馬ば

体た
い

車く
る
ま

に
安や

す

ん
じ
、
人じ

ん

心し
ん

馬う
ま

に
調か

な

ひ
、
而し

か

る
後の

ち

に
以も

つ

て
進す

す

む
こ
と
速す

み

や
か
に
し
て
遠と

ほ

き
を
致い

た

す
べ
し
。
今い

ま

君き
み

後お
く

る
れ
ば
則す

な
は

ち
臣し

ん

に
逮お

よ

ば
ん
と
欲ほ

つ

し
、
先さ

き

ん
ず
れ
ば
則す

な
は

ち
臣し

ん

に
逮お

よ

ば
れ
ん
こ
と
を
恐お

そ

る
。
夫そ

れ
道み

ち

に
誘す

す

め
て
遠と

ほ

き
を
争あ

ら
そ

ふ
は
、
先さ

き

ん
ず
る
に
非あ

ら

ざ
れ
ば
則す

な
は

ち
後お

く

る
る
な
り
。
而し

か

し
て
先せ

ん

後ご

の
心こ

こ
ろ

は
臣し

ん

に
在あ

り
。
尚な

ほ
何な

に

を
以も

つ

て
馬う

ま

に
調か

な

は
ん
。
此こ

れ
君き

み

の
後お

く

る
る
所
以

ゆ
ゑ
ん

な
り
。

﹇
通

釈
﹈

【
問
題
文
Ⅰ
】

私
に
は
一
日
に
千
里
を
走
る
駿
馬
が
あ
り
、
そ
の
毛
並
み
や
骨
格
の
な
ん
と
ひ
き
し
ま
っ
て
美
し
い
こ
と
だ
。

速
く
走
ら
せ
れ
ば
疾
風

は
や
て

の
よ
う
で
、
陽
光
の
も
と
で
も
陰
を
と
ど
め
る
い
と
ま
も
な
い
。

ゆ
っ
く
り
と
走
ら
せ
れ
ば
大
路
に
出
会
い
、
そ
の
駆
け
る
足
音
は
五
音
の
音
階
に
か
な
っ
て
い
る
。

馬
に
四
足
が
あ
っ
て
走
る
の
だ
が
、
そ
の
走
り
の
速
い
遅
い
は
私
の
心
の
ま
ま
だ
。

手
綱
は
私
の
手
に
呼
応
し
て
、
大
小
の
琴
の
音
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
動
く
。

東
へ
西
へ
、
南
へ
北
へ
、
山
に
林
に
と
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
も
行
く
。

た
だ
私
の
思
う
が
ま
ま
に
行
き
、
中
国
の
ど
こ
へ
で
も
行
く
こ
と
が
で
き
る
。

人
と
馬
と
は
こ
の
よ
う
な
境
地
に
ま
で
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
な
の
か
、
一
体
と
な
っ
て
と
も
に
侵
し
合
う
こ
と
が
な
い
。

あ
の
伯
楽
は
そ
の
馬
の
外
貌
に
よ
っ
て
馬
を
見
分
け
た
が
、
た
だ
そ
の
馬
の
価
値
の
千
金
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
た
だ
け
だ
。

し
か
し
、
王
良
は
馬
の
本
性
を
理
解
し
た
、
そ
の
御
術
は
い
う
ま
で
も
な
く
は
な
は
だ
深
遠
な
も
の
で
あ
っ
た
。

良
馬
は
す
ぐ
れ
た
御
者
を
必
要
と
す
る
。
私
の
こ
の
言
を
い
ま
し
め
と
し
て
も
ら
い
た
い
。

【
問
題
文
Ⅱ
】

総
じ
て
御
術
に
と
っ
て
大
切
な
の
は
、
馬
の
体
が
（
つ
な
が
れ
る
）
車
に
し
っ
く
り
と
合
い
、
御
す
る
側
の
乗
り
手
の
心
が
馬
（
の
気
持
ち
）
に
そ
ろ
う
こ
と
で
、
そ
う
な
っ
て
は
じ

め
て
速
く
走
る
こ
と
も
遠
く
ま
で
行
く
こ
と
も
で
き
る
の
で
す
。（
と
こ
ろ
が
）
今
、
わ
が
君
は
私
よ
り
お
く
れ
る
と
私
に
追
い
つ
こ
う
と
焦
り
、
先
行
す
れ
ば
し
た
で
私
に
追
い
つ

か
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
て
お
い
で
で
す
。
そ
も
そ
も
馬
を
道
に
引
き
出
し
て
長
い
距
離
を
競
走
さ
せ
る
か
ら
に
は
、
先
に
な
っ
た
り
後
に
な
っ
た
り
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
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す
。
な
の
に
（
わ
が
君
は
）
先
に
な
る
か
お
く
れ
る
か
と
、
私
の
こ
と
ば
か
り
気
に
し
て
（
馬
の
こ
と
は
忘
れ
て
）
お
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
ど
う
し
て
馬
と
気
が
そ
ろ
い
ま
し
ょ
う
か
。

こ
れ
が
わ
が
君
が
私
に
負
け
ら
れ
た
理
由
で
ご
ざ
い
ま
す
。

﹇
解

説
﹈

問
1

語
の
意
味
と
、
同
義
の
漢
字
を
判
断
す
る
問
題

ア

基
礎

イ

基
礎

波
線
部
ア
「
徒
」・
イ
「
固
」
の
こ
こ
で
の
意
味
と
、
最
も
近
い
意
味
を
持
つ
漢
字
は
ど
れ
か
。
次
の
各
群
の
1

〜
5

の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。

ア
「
徒
」
は
、「
た
ダ
」
で
、
選
択
肢
1
の
「
只
」
や
、「
唯
・
惟
・
但
・
直
・
特
・
祇
・
止
」
な
ど
と
同
じ
。「
い
た
づ
ラ
ニ
（
＝
む
な
し
く
。
む
だ
に
）」
と
読
ん
で
も

「
た
だ
…
だ
け
だ
」
と
、「
た
ダ
」
と
読
ん
だ
と
き
と
同
じ
意
で
用
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、
選
択
肢
に
、「
い
た
づ
ラ
ニ
」
の
読
み
方
で
用
い
る
語
が
な
い
の
で
、
や
は
り
、
正
解

は
1
「
只
」
で
あ
る
。

2
「
復
」
は
「
ま
タ
」、
3
「
当
」
は
再
読
文
字
「
ま
さ
ニ
…
べ
シ
」、
動
詞
「
あ
ツ
・
あ
タ
ル
」
な
ど
。
4
「
好
」
は
「
こ
の
ミ
テ
」
そ
の
他
用
法
が
多
い
。
5
「
猶
」
は

「
な
ホ
…
（
ご
と
シ
）」。

イ
「
固
」
は
、「
も
と
ヨ
リ
」
で
、
選
択
肢
5
の
「
本
」
や
、「
素
・
原
・
故
」
な
ど
も
同
じ
。「
も
と
も
と
。
も
と
か
ら
。
元
来
」
の
意
と
、「
言
う
ま
で
も
な
く
。
無
論
。

勿も
ち

論ろ
ん

」
の
意
と
が
あ
る
。
正
解
は
5
「
本
」。

「
強
固
」
や
「
か
た
シ
」
に
ひ
っ
ぱ
ら
れ
て
、
1
「
強
」、
2
「
難
」
に
行
か
な
い
よ
う
に
し
た
い
。
3
「
必
」
は
「
か
な
ら
ズ
」、
4
「
絶
」
は
「
た
エ
テ
」
な
ど
。

正
解

ア

30

1

イ

31

5

（
各
4
点
）

問
2

語
（
句
）
の
解
釈
の
問
題

⑴

標
準

⑵

標
準

⑶

応
用

波
線
部
⑴
「
何
」・
⑵
「
周
」・
⑶
「
至
哉
」
の
こ
こ
で
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の
1

〜
5

の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。

⑴
「
何
」
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
な
ん
ゾ
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
、「
な
ん
ゾ
…
連
体
形
」
で
、
疑
問
で
は
な
く
、
詠
嘆
の
形
で
あ
る
点
が
ポ
イ
ン
ト
。「
何
（
な
ん
ゾ
）」

は
、
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
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何ゾ

…
連
体
形
（
乎
）

読
な
ん
ゾ
…
ス
ル
（
や
）

訳
ど
う
し
て
…
（
す
る
）
の
か

〔
疑
問
〕

何ゾ

…
未
然
形
＋
ン
（
乎
）

読
な
ん
ゾ
…
セ
ン
（
や
）

訳
ど
う
し
て
…
（
す
る
）
だ
ろ
う
か
、
い
や
し
な
い
。

〔
反
語
〕

何ゾ

…
連
体
形
（
乎
）

読
な
ん
ゾ
…
ス
ル
（
や
）

訳
な
ん
と
…
な
こ
と
よ

〔
詠
嘆
〕

疑
問
の
場
合
と
詠
嘆
の
場
合
の
読
み
方
は
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
ど
ち
ら
に
な
る
か
は
文
脈
に
よ
っ
て
判
断
す
る
。
こ
こ
は
、
自
分
の
有
し
て
い
る
「
千
里
の
馬
」
の
毛
並
み
や

骨
格
が
、「
何
ぞ
蕭せ

う

森し
ん

た
る
（
＝
な
ん
と
ひ
き
し
ま
っ
て
美
し
い
こ
と
よ
！
）」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、「
ど
う
し
て
ひ
き
し
ま
っ
て
美
し
い
の
か
」
と
尋
ね
て
い
る
の
で

は
な
い
。
正
解
は
5
「
な
ん
と
」。

⑵
「
周
」
は
、「
あ
ま
ね
ク
」（
＝
通
・
普
）
と
読
め
る
か
ど
う
か
の
問
題
で
あ
る
。「
周
知
（
あ
ま
ね
く
知
る
。
あ
ま
ね
く
知
ら
せ
る
）」「
周
到
（
あ
ま
ね
く
行
き
と
ど
い
て

い
る
こ
と
）」
な
ど
の
熟
語
の
用
法
が
そ
れ
に
あ
た
り
、「
ゆ
き
と
ど
く
。
ゆ
き
わ
た
る
。
手
落
ち
が
な
い
」
の
意
。
こ
こ
は
、「
九
州
（
中
国
全
土
）」
を
、「
周
く
尋
ぬ
べ
し

（
あ
ま
ね
く
尋
ね
る
こ
と
が
で
き
る
）」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
正
解
は
3
「
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
」。

⑶
「
至
哉
」
は
、「
哉
」
が
、
詠
嘆
の
「
か
な
」
で
あ
る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
が
、
選
択
肢
は
、
詠
嘆
の
よ
う
に
も
、「
哉
」
は
疑
問
・
反
語
の
「
や
・
か
」
と
も
用
い
る
か

ら
、
疑
問
や
反
語
の
よ
う
に
も
な
っ
て
い
て
、
そ
の
部
分
で
は
判
別
し
に
く
い
。「
至
れ
る
か
な
」
が
、
文
脈
上
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
か
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、「
か

な
」
は
、「
夫
・
矣
・
与
・
乎
」
な
ど
も
同
じ
。

こ
こ
で
は
、「
人
と
馬
と
、
両
楽
相
侵
さ
ず
」
と
、
ま
さ
に
「
人
馬
一
体
」
と
な
っ
て
い
る
境
地
を
「
至
れ
る
か
な
」
と
言
っ
て
い
る
。
1
の
よ
う
に
「
あ
の
よ
う
な
遠
く
ま

で
」
と
か
、
3
の
よ
う
に
「
あ
の
よ
う
な
高
い
山
ま
で
」
と
か
、
5
の
よ
う
に
「
こ
ん
な
に
も
速
く
走
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
か
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま

た
、
2
の
よ
う
に
、
馬
の
側
が
「
人
の
気
持
ち
を
理
解
で
き
る
」
だ
け
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。「
人
」
も
「
馬
」
も
、
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
正
解
は
4

「
こ
の
よ
う
な
境
地
に
ま
で
到
達
で
き
る
も
の
な
の
か
」。

正
解

⑴

32

5

⑵

33

3

⑶

34

4

（
各
5
点
）

問
3

本
文
の
主
旨
、
お
よ
び
「
押
韻
」
の
問
題

標
準

【
問
題
文
Ⅰ
】
の
傍
線
部
Ａ
「
馬
雖
㆑

有
㆓

四
足
㆒

遅

速

在
㆓

吾
Ｘ
㆒

」
は
「
御
術
」
の
要
点
を
述
べ
て
い
る
。【
問
題
文
Ⅰ
】
と
【
問
題
文
Ⅱ
】
を
踏
ま
え
れ
ば
、

【
問
題
文
Ⅰ
】
の
空
欄
Ｘ
に
は
【
問
題
文
Ⅱ
】
の
二
重
傍
線
部
⒜
〜
⒠
の
い
ず
れ
か
が
入
る
。
空
欄
Ｘ
に
入
る
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1

〜
5

の

う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
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漢
詩
の
偶
数
句
末
の
空
欄
補
入
問
題
は
、「
押
韻
」
の
問
題
で
あ
る
こ
と
に
、
す
ぐ
に
気
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
詩
は
、
全
二
十
二
句
も
あ
る
、
長
い
五ご

言ご
ん

古こ

詩し

で
あ
る
が
、
偶
数
句
末
は
一
つ
の
「
韻
」
で
統
一
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
よ
う
な
形
を
「
一い

ち

韻い
ん

到と
う

底て
い

」
と
い
う
。
偶
数
句
末

の
字
を
音
よ
み
し
て
み
る
と
、
順
に
、「
森
（
シ
ン
）」「
陰
（
イ
ン
）」「
音
（
イ
ン
・
オ
ン
）」「
Ｘ
」「
琴
（
キ
ン
）」「
林
（
リ
ン
）」「
尋
（
ジ
ン
）」「
侵
（
シ
ン
）」「
金
（
キ

ン
）」「
深
（
シ
ン
）」「
箴
（
シ
ン
）」
で
、
す
べ
て
「
イ
ン
（
in）」
と
い
う
ひ
び
き
で
あ
る
。

次
に
、
選
択
肢
に
並
べ
て
あ
る
、【
問
題
文
Ⅱ
】
の
中
の
二
重
傍
線
部
⒜
〜
⒠
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
る
と
、

1

⒜

体
（
タ
イ
）

2

⒝

心
（
シ
ン
）

3

⒞

進
（
シ
ン
）

4

⒟

先
（
セ
ン
）

5

⒠

臣
（
シ
ン
）

と
な
り
、
答
は
、
2
・
3
・
5
の
、「
心
」「
進
」「
臣
」
の
い
ず
れ
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
か
ら
は
、
Ｘ
に
「
心
」「
進
」「
臣
」
を
入
れ
て
み
た
と
き
の
文
意
・
文
脈
の
判
断
で
あ
る
。
馬
に
四
足
が
あ
っ
て
、
む
ろ
ん
走
る
の
は
馬
な
の
で
あ
る
が
、
速
く
走
る

か
遅
く
走
る
か
は
、
手
綱
を
持
つ
「
吾
が
心
に
在
る
」
の
か
、「
吾
が
進
に
在
る
」
の
か
、「
吾
が
臣
に
在
る
」
の
か
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
当
然
、
正
解
は
2
「
心
」
で
な
く
て

は
な
ら
な
い
。「
進
」
や
「
臣
」
で
は
、
文
意
が
と
れ
な
い
。

正
解

35

2

（
6
点
）

問
4

傍
線
部
の
、
返
り
点
の
付
け
方
と
書
き
下
し
文
の
組
合
せ
の
問
題

傍
線
部
Ｂ
「
惟
意
所
欲
適
」
の
返
り
点
の
付
け
方
と
書
き
下
し
文
と
の
組
合
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1

〜
5

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

こ
の
形
式
の
問
題
は
、
セ
ン
タ
ー
試
験
時
代
か
ら
頻
出
す
る
形
式
な
の
で
あ
る
が
、
ポ
イ
ン
ト
は
、
傍
線
部
の
中
に
、
再
読
文
字
や
、
疑
問
・
反
語
・
否
定
・
使
役
・
受
身
な

ど
の
何
ら
か
の
句
法
上
の
読
み
方
の
特
徴
が
な
い
か
と
い
う
こ
と
と
、
書
き
下
し
文
の
よ
う
に
読
ん
だ
と
き
の
文
意
が
通
る
か
、
ま
た
、
そ
の
文
意
が
前
後
の
文
脈
に
あ
て
は
ま

る
か
ど
う
か
、
で
あ
る
。
返
り
点
は
、
本
当
は
そ
の
よ
う
な
返
り
方
（
付
け
方
）
が
文
の
構
成
上
ア
リ
な
の
か
？

と
い
う
こ
と
は
あ
る
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
読
み
方
ど
お

り
返
っ
て
い
る
よ
う
に
つ
い
て
い
る
ケ
ー
ス
が
ふ
つ
う
な
の
で
、
返
り
点
の
付
け
方
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
の
は
時
間
の
無
駄
で
あ
る
。
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句
法
（
句
形
）
上
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
そ
う
な
の
は
、
文
頭
の
「
惟
」
を
「
た
ダ
」
と
読
む
こ
と
、
ど
こ
か
で
「
…
ノ
ミ
」
と
呼
応
す
る
こ
と
く
ら
い
な
の
で
あ
る
が
、
す
べ

て
の
選
択
肢
が
「
た
だ
」
と
読
ん
で
お
り
、
い
ず
れ
の
選
択
肢
も
「
の
み
」
が
呼
応
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
点
で
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

細
か
い
点
と
し
て
は
、「
所
」
も
「
欲
」
も
返
読
す
る
用
法
が
大
事
で
、
返
り
点
が
「
所
㆑

欲
㆑

適
」
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
4

に
た
ど
り
つ
く
こ
と
を
要
求
す
る
の
は
、
や
や
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
。

「
適
」
は
、
1
・
2
の
よ
う
に
「
か
な
フ
」
と
も
、
3
・
4
・
5
の
よ
う
に
「
ゆ
ク
」（
＝
行
・
往
・
之
・
如
・
逝
・
征
・
徂
・
于
）
と
も
読
む
。

こ
う
な
る
と
、
各
選
択
肢
の
よ
う
に
読
ん
だ
と
き
の
文
意
を
考
え
、
文
脈
に
あ
て
は
ま
る
か
ど
う
か
を
考
え
る
し
か
な
い
。

1
は
、「
た
だ
心●

が●

欲●

し●

て●

か●

な●

う●

と
こ
ろ
で
あ
っ
て
」

2
は
、「
た
だ
思●

う●

と●

こ●

ろ●

に●

あ●

て●

は●

ま●

ろ●

う●

と
欲
し
て
」

3
は
、「
た
だ
欲
す
る
と
こ
ろ
を
思●

っ●

て●

行●

っ●

て●

」

4
は
、「
た
だ
心
が
行
こ
う
と
欲
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
」

5
は
、「
た
だ
欲●

し●

て●

行●

く●

と●

こ●

ろ●

を
思
っ
て
」

直
訳
型
に
し
て
み
る
と
、
い
ず
れ
も
文
脈
（
下
の
「
九
州
周
く
尋
ぬ
べ
し
（
＝
中
国
全
土
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
行
く
こ
と
が
で
き
る
）」
に
ぴ
っ
た
り
は
ま
り
に
く
い
。
た
だ
、

文
意
そ
の
も
の
と
し
て
、
1
・
2
・
3
・
5
は
、
傍●

点●

の
部
分
の
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
が
わ
か
り
に
く
い
。
4
の
よ
う
に
、「
心
が
行
こ
う
と
欲
す
る
所
」
へ
は
、
自
在
に
、

中
国
全
土
へ
だ
っ
て
行
け
る
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

正
解

36

4

（
6
点
）

問
5

送
り
仮
名
の
な
い
傍
線
部
の
解
釈
の
問
題

標
準

傍
線
部
Ｃ
「
今
君
後
則
欲
㆑

逮
㆑

臣
、
先
則
恐
㆑

逮
㆓

于
臣
㆒。」
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1

〜
5

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

冒
頭
の
二
文
字
は
、「
今い

ま

君き
み

（
＝
今
、
わ
が
君
は
）」
で
、
そ
の
あ
と
は
対つ

い

句く

に
な
っ
て
い
る
。

後
則
欲
㆑

逮
㆑

臣



↔

＝

↔

先
則
恐
㆑

逮
㆓

于●

臣
㆒
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頭
の
二
字
は
、「
則
（
…
レ
バ
す
な
は
チ
）」
が
あ
る
か
ら
、「
後お

く

る
れ
ば
則
ち
」「
先さ

き

ん
ず
れ
ば
則
ち
」。「
後お

く

れ
て
は
則
ち
」「
先
だ
ち
て
は
則
ち
」
の
よ
う
に
読
む
こ
と
も
で

き
る
が
、「
先●

ん●

ず●

れ●

ば●

則●

ち●

人
を
制
し
、
後●

る●

れ●

ば●

則●

ち●

人
の
制
す
る
所
と
為
る
（
＝
人
よ
り
も
先
ん
じ
れ
ば
人
を
お
さ
え
る
こ
と
が
で
き
、
お
く
れ
を
と
る
と
人
に
お
さ
え

ら
れ
る
）」
と
い
う
有
名
な
例
文
も
あ
る
の
で
同
様
に
読
ん
で
お
く
。

「
臣
↓
逮
↓
欲
」
は
、「
臣
に●

逮お
よ

ば
ん●

と●

欲●

し●

」。「
逮
」
を
「
お
よ
ブ
」
と
訓
読
み
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
や
や
難
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
お
フ
（
＝
追
）」「
と
ら
フ
（
＝

捕
）」
と
も
読
む
が
、「
逮
捕
（
＝
つ
か
ま
え
る
）」
と
い
う
熟
語
で
、
意
味
の
類
推
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。「
欲
」
は
問
4
で
も
み
た
よ
う
に
、「
…
ン
ト
ほ
つ
ス
」
と
返
読

す
る
。
後
半
へ
続
く
の
で
「
欲
し
」。

「
臣
↓
逮
↓
恐
」
は
、
置
き
字
「
于
」
の
は
た
ら
き
が
ポ
イ
ン
ト
。「
于
」
は
、
置
き
字
と
し
て
は
「
於
・
乎
」
と
同
じ
で
、
下
に
あ
る
補
語
（
こ
こ
で
は
「
臣
」）
の
右
下
に

つ
け
る
送
り
仮
名
「
ニ
・
ト
・
ヨ
リ
・
ヨ
リ
モ
・
ヲ
」
に
あ
た
り
、

ａ
．
動
作
の
行
わ
れ
る
場
所
・
方
向
を
示
す
。（
ニ
）

ｂ
．
動
作
の
対
象
を
示
す
。（
ニ
・
ヲ
）

ｃ
．
動
作
が
継
続
・
終
止
す
る
時
間
を
示
す
。（
ニ
）

ｄ
．
動
作
の
起
点
や
、
原
因
・
原
料
を
示
す
。（
ヨ
リ
）

ｅ
．
比
較
を
示
す
。（
ヨ
リ
・
ヨ
リ
モ
）

ｆ
．
受
身
の
対
象
を
示
す
。（
ニ
）

な
ど
、
多
様
な
は
た
ら
き
が
あ
る
。
こ
こ
は
、「
臣
に●

逮お
よ

ば
れ●

ん
こ
と
を
恐
る
」
の
よ
う
に
、
受
身
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
読
み
方
は
、「
今
君
後
る
れ
ば
則
ち
臣
に
逮
ば
ん
と
欲
し
、
先
ん
ず
れ
ば
則
ち
臣
に
逮
ば
れ
ん
こ
と
を
恐
る
」
と
な
る
の
で
、
直
訳
す
る
と
、「
今
、
わ
が
君
は
、
私

に
お
く
れ
る
と
追
い
つ
こ
う
と
欲
し
、
先
ん
じ
る
と
私
に
追
い
つ
か
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
お
い
で
で
あ
る
」
と
な
る
。
つ
ま
り
、
正
解
は
5
で
あ
る
。

正
解

37

5

（
6
点
）

問
6

問
題
文
全
体
の
主
旨
を
判
断
す
る
問
題

応
用

【
問
題
文
Ⅰ
】
と
【
問
題
文
Ⅱ
】
を
踏
ま
え
た
「
御
術
」
と
御
者
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1

〜
5

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
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【
問
題
文
Ⅰ
】【
問
題
文
Ⅱ
】
を
踏
ま
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
、
要
は
【
問
題
文
Ⅰ
・
Ⅱ
】
と
選
択
肢
と
の
内
容
合
致
問
題
で
あ
る
。

1
は
、「
馬
を
手
厚
く
養
う
」「
よ
い
馬
車
を
選
ぶ
こ
と
も
大
切
」「
王
良
の
よ
う
に
車
の
手
入
れ
を
入
念
に
」
な
ど
、
い
ず
れ
も
問
題
文
中
に
な
い
。

2
は
、「
馬
の
心
の
う
ち
を
く
み
と
り
」「
馬
車
を
遠
く
ま
で
走
ら
せ
る
こ
と
が
大
切
」「
王
良
の
よ
う
に
馬
の
体
調
を
考
え
な
が
ら
鍛
え
」「
千
里
の
馬
を
育
て
る
御
者
」、
ほ

ぼ
全
面
的
に
問
題
文
中
に
な
い
。

3
は
、「
す
ぐ
れ
た
馬
を
選●

ぶ●

」
に
幾
ら
か
疑
問
は
あ
る
が
、
詩
の
冒
頭
の
「
吾
に
千
里
の
馬
有
り
」
か
ら
の
数
句
に
あ
る
「
す
ぐ
れ
た
馬
」
が
自
分
の
手
も
と
に
あ
る
こ
と

の
幸
い
に
該
当
す
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。「
馬
と
一
体
と
な
っ
て
走
る
こ
と
も
大
切
」
が
、「
御
術
」
の
キ
モ
で
あ
り
、【
問
題
文
Ⅰ
】
の
詩
の
、
第
七
句
「
馬
に
四
足
有
り

と
雖
も
」
か
ら
第
十
六
句
「
両
楽
相
侵
さ
ず
」
ま
で
の
内
容
や
、【
問
題
文
Ⅱ
】
の
、「
人
心
馬
に
調か

な

ひ
（
＝
乗
り
手
の
心
が
馬
と
そ
ろ
う
）」
が
合
致
す
る
。「
襄
主
の
よ
う
に
他

の
こ
と
に
気
を
と
ら
れ
て
い
て
は
…
」
に
つ
い
て
は
、【
問
題
文
Ⅱ
】
の
、「
今
君
…
」
以
降
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
部
分
が
合
致
す
る
。
よ
っ
て
、
正
解
は
3
。

4
は
、「
馬
を
厳
し
く
育
て
」「
巧
み
な
駆
け
引
き
を
会
得
す
る
こ
と
が
大
切
」「
王
良
の
よ
う
に
常
に
勝
負
の
場
を
意
識
し
な
が
ら
馬
を
育
て
」
る
な
ど
、
ほ
ぼ
全
面
的
に
問

題
文
中
に
な
い
。

5
は
、「
訓
練
場
だ
け
で
な
く
、
山
と
林
を
駆
け
ま
わ
っ
て
手
綱
さ
ば
き
を
磨
く
」「
襄
主
の
よ
う
に
型
通
り
の
練
習
を
お
こ
な
う
だ
け
」
な
ど
、
こ
れ
も
ほ
ぼ
全
面
的
に
問

題
文
中
に
な
い
。

正
解

38

3

（
9
点
）
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