
二
〇
二
〇
年
度
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験

解
説
︿
古
典
﹀

第
�
問

古
文

﹃
小さ

夜よ

衣
ご
ろ
も

﹄

﹇
出

典
﹈

﹃
小
夜
衣
﹄
は
、
鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
と
見
ら
れ
る
物
語
で
あ
る
。
作
者
・
成
立
と
も
に
未
詳
の
作
品
だ
が
、
﹃
源
氏
物
語
﹄
な
ど
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
い
る
と
見
ら
れ
る
表

現
や
内
容
か
ら
見
て
、
平
安
時
代
の
物
語
を
模
し
て
書
か
れ
た
、
鎌
倉
時
代
に
書
か
れ
た
い
わ
ゆ
る
擬
古
物
語
の
一
つ
で
あ
る
。

内
容
は
、
今き

ん

上
じ
よ
う

帝
の
甥お

い

に
当
た
る

兵
ひ
よ
う

部ぶ

D
き
よ
う
の

宮み
や

と
、
山
里
に
暮
ら
す
大
納
言
の
姫
君
と
の
恋
の
物
語
で
あ
る
。
今
回
出
題
さ
れ
た
の
は
、
冒
頭
に
近
い
箇
所
で
、
宮
が
病
気
の
乳

母
を
見
舞
っ
た
際
に
、
同
じ
山
里
に
、
姫
君
の
祖
母
で
あ
る
尼
君
の
庵
室
が
あ
る
の
を
見
つ
け
、
宰
相
と
い
う
女
房
︵
姫
君
の
遠
縁
に
当
た
る
︶
と
面
会
し
、
姫
君
の
祖
母
に
当
た
る

尼
上
に
対
す
る
見
舞
い
を
言
い
つ
つ
、
姫
君
と
の
仲
を
取
り
持
つ
よ
う
に
宰
相
に
促
す
場
面
で
あ
る
。
こ
の
後
、
宮
と
姫
君
は
恋
に
落
ち
る
が
、
宮
が
親
の
命
令
で
他
の
女
性
と
結
婚

さ
せ
ら
れ
た
り
、
姫
君
が
帝
に
気
に
入
ら
れ
て
し
ま
っ
た
り
、
さ
ら
に
は
、
姫
君
の
継
母
の
悪
だ
く
み
な
ど
も
あ
っ
て
、
そ
の
恋
は
な
か
な
か
進
展
し
な
い
。
し
か
し
、
姫
君
の
父
が

継
母
の
悪
だ
く
み
を
知
っ
て
離
縁
、
宮
と
姫
君
は
結
ば
れ
、
二
代
に
わ
た
る
帝
の
退
位
も
あ
っ
て
、
宮
が
帝
に
即
位
、
姫
君
は
皇
后
と
な
る
。

﹃
落
窪
物
語
﹄
や
﹃
住
吉
物
語
﹄
の
よ
う
な
継
子
い
じ
め
物
語
の
要
素
も
あ
る
が
、
一
般
的
な
継
子
い
じ
め
物
語
で
は
貴
公
子
が
継
母
を
懲
ら
し
め
る
の
に
対
し
、
父
が
継
母
と
離

縁
し
た
こ
と
で
問
題
が
解
決
に
向
か
う
と
い
う
よ
う
な
、
こ
の
物
語
独
特
の
面
も
見
ら
れ
る
。

近
年
の
セ
ン
タ
ー
試
験
本
試
験
の
古
文
の
問
題
は
、
平
安
時
代
の
物
語
・
鎌
倉
時
代
の
擬
古
物
語
・
室
町
時
代
の
御
伽
草
子
・
江
戸
時
代
の
仮
名
草
子
な
ど
、
物
語
︵
小
説
︶
類
か

ら
の
出
題
が
多
く
、
本
年
度
の
出
題
も
そ
の
傾
向
か
ら
は
ず
れ
て
い
な
い
。
本
文
の
長
さ
は
過
去
十
年
の
平
均
よ
り
二
〇
〇
字
ほ
ど
少
な
く
、
解
釈
が
難
し
い
和
歌
も
含
ま
れ
て
い
な

い
が
、
中
盤
︵
第
二
段
落
︶
の
尼
上
の
発
言
内
容
や
後
半
︵
第
三
段
落
︶
の
女
房
た
ち
の
様
子
な
ど
を
正
確
に
読
み
取
っ
て
最
後
ま
で
読
み
通
す
た
め
に
は
、
精
密
に
文
章
を
読
む
力

が
必
要
で
あ
る
。

﹇
通

釈
﹈

﹁
こ
こ
は
ど
こ
か
﹂
と
、
︵
宮
が
︶
御
供
の
人
々
に
お
尋
ね
に
な
る
と
、
︵
供
の
者
が
︶
﹁
雲う

林り
ん

院い
ん

と
申
す
所
で
ご
ざ
い
ま
す
﹂
と
申
し
上
げ
る
の
で
、
︵
宮
は
︶
お
耳
に
お
留
め
に

な
っ
て
、
﹁
宰
相
が
通
う
所
で
あ
ろ
う
か
﹂
と
、
︵
ま
た
、
︶
﹁
︵
姫
君
は
︶
今
は
こ
こ
に
︵
い
る
︶
と
聞
い
た
が
、
ど
こ
で
あ
ろ
う
か
﹂
と
、
知
り
た
く
お
思
い
に
な
っ
て
、
御
車
を
停
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め
て
外
を
御
覧
に
な
っ
た
と
こ
ろ
、
卯
の
花
が
咲
い
て
い
る
の
は
ど
こ
も
同
じ
と
は
言
う
も
の
の
、
垣
根
に
な
っ
て
咲
き
続
い
て
い
る
の
は
︵
卯
の
花
の
名
所
で
あ
る
︶
玉
川
の
よ
う

な
感
じ
が
し
て
、
︵
こ
こ
は
︶
ほ
と
と
ぎ
す
の
初
声
も
︵
い
つ
ど
こ
で
聞
け
る
か
と
︶
気
を
も
む
こ
と
も
な
く
聞
け
る
場
所
で
は
な
か
ろ
う
か
と
、
自
然
と
︵
そ
の
様
子
を
︶
知
り
た

く
お
思
い
に
な
っ
て
、
夕
暮
れ
の
頃
で
あ
る
の
で
、
静
か
に
葦
で
編
ん
だ
垣
根
の
隙
間
か
ら
格
子
な
ど
が
見
え
る
︵
庵
室
の
︶
様
子
を
覗
き
な
さ
る
と
、
手
前
の
ほ
う
は
仏
間
ら
し
く
、

さ
さ
や
か
な
閼あ

伽か

棚だ
な

が
あ
っ
て
、
妻
戸
や
格
子
な
ど
も
開
け
放
し
て
あ
り
、

樒
し
き
み

の
花
が
青
々
と
散
っ
て
、
︵
誰
か
が
︶
花
を
お
供
え
し
よ
う
と
し
て
、
︵
花
を
入
れ
る
器
が
︶
か
ら
か

ら
と
鳴
る
︵
の
が
聞
こ
え
る
︶
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
こ
う
い
う
︵
仏
教
的
な
︶
面
の
行
い
も
、
こ
の
世
で
も
た
ゆ
む
こ
と
な
く
︵
熱
心
に
行
い
︶
、
︵
そ
の
た
め
に
︶
来
世
も
ま
た
た

い
そ
う
︵
極
楽
往
生
が
︶
期
待
で
き
る
こ
と
で
あ
る
よ
︵
と
思
わ
れ
る
︶
。
こ
の
よ
う
な
︵
仏
教
的
な
︶
面
は
︵
宮
と
し
て
も
︶
心
に
と
ま
る
こ
と
で
あ
る
の
で
、
う
ら
や
ま
し
く
御

覧
に
な
っ
て
い
た
。
︵
む
な
し
く
︶
味
気
な
い
こ
の
世
で
は
、
こ
の
よ
う
に
も
暮
ら
し
た
い
も
の
だ
と
、
︵
そ
の
暮
ら
し
ぶ
り
が
︶
御
目
に
と
ま
っ
て
見
え
な
さ
っ
て
い
る
と
、
召
し
使

い
の
少
女
た
ち
の
姿
も
た
く
さ
ん
見
え
る
中
に
、
例
の
宰
相
の
も
と
に
仕
え
る
少
女
も
お
り
、
﹁
こ
の
少
女
が
い
る
の
は
、
︵
や
は
り
宰
相
が
通
う
姫
君
の
住
ま
い
は
︶
こ
こ
な
の
で
あ

ろ
う
か
﹂
と
お
思
い
に
な
る
の
で
、
御
供
で
あ
る

兵
ひ
よ
う

衛え
の

督か
み

と
い
う
者
を
お
呼
び
に
な
っ
て
、
︵
そ
の
人
を
介
し
て
︶
﹁
宰
相
の
君
が
い
る
の
は
こ
こ
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
﹂
と
、
対

面
し
た
く
思
っ
て
い
る
旨
を
︵
庵
室
内
へ
︶
申
し
上
げ
な
さ
っ
た
。
︵
こ
れ
を
聞
い
た
宰
相
は
︶
驚
い
て
、
﹁
ど
う
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
宮
が
、
こ
こ
ま
で
訪
ね
て
来
て
い
ら
っ
し
ゃ
る

の
で
す
ね
。
畏
れ
多
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
﹂
と
言
っ
て
、
あ
わ
て
て
︵
応
対
に
︶
出
て
来
た
。
仏
間
近
く
の
南
向
き
の
部
屋
に
、
お
座
り
に
な
る
場
所
な
ど
を
用
意
し
て
、
︵
宮
を
︶

入
れ
申
し
上
げ
る
。

︵
宮
は
︶
微
笑
み
な
さ
っ
て
、
﹁
こ
の
た
び
︵
こ
の
山
里
へ
︶
お
訪
ね
し
て
み
る
と
、
︵
あ
な
た
が
︶
こ
の
あ
た
り
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
な
ど
と
聞
い
て
︵
や
っ
て
参
り
ま
し
た
︶
、
こ
こ

ま
で
︵
草
深
い
場
所
を
︶
分
け
入
っ
て
参
り
ま
し
た
気
持
ち
を
、
お
察
し
く
だ
さ
い
﹂
な
ど
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
、
︵
宰
相
が
︶
﹁
本
当
に
、
畏
れ
多
く
も
︵
こ
の
よ
う
な
場
所
ま
で
︶

訪
ね
て
来
て
く
だ
さ
っ
た
お
気
持
ち
に
は
、
恐
縮
い
た
し
ま
す
。
年
寄
り
﹇
＝
尼
上
﹈
が
、
こ
れ
が
最
期
か
と
い
う
ほ
ど
に
患
っ
て
お
り
ま
す
た
め
に
、
最
後
ま
で
看
病
し
よ
う
と
思

い
ま
し
て
、
︵
こ
こ
に
︶
籠こ

も
っ
て
︵
お
り
ま
す
︶
﹂
な
ど
と
申
し
上
げ
る
と
、
︵
宮
は
︶
﹁
そ
の
よ
う
に
重
病
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
の
は
、
お
気
の
毒
な
こ
と
で
す
。
そ
の
御
病
状

も
お
聞
き
し
よ
う
と
思
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
参
っ
た
の
で
す
が
﹂
な
ど
と
お
っ
し
ゃ
る
。
そ
こ
で
、
︵
宰
相
が
︶
部
屋
の
奥
へ
入
っ
て
、
﹁
こ
の
よ
う
に
︵
御
見
舞
い
の
︶
御
言
葉
を
い
た

だ
き
ま
し
た
﹂
と
︵
尼
上
に
︶
申
し
上
げ
な
さ
る
と
、
︵
尼
上
は
︶
﹁
そ
の
よ
う
な
者
﹇
＝
重
病
の
自
分
﹈
が
い
る
と
︵
宮
が
︶
お
耳
に
な
さ
っ
て
、
︵
私
は
︶
老
い
の
果
て
に
、
こ
の

よ
う
に
素
晴
ら
し
い
御
恵
み
を
こ
う
む
り
ま
し
た
の
で
、
︵
無
駄
に
︶
生
き
永
ら
え
て
お
り
ま
し
た
こ
の
命
も
、
今
は
嬉
し
く
、
︵
宮
の
御
見
舞
い
は
︶
こ
の
世
で
の
︵
こ
の
上
な
い
︶

名
誉
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
︵
宰
相
に
︶
仲
介
さ
せ
る
の
で
は
な
く
︵
直
接
お
会
い
し
て
︶
お
礼
を
申
し
上
げ
る
べ
き
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
に
衰
弱
し
た
状
態
で
︵
ご
ざ

い
ま
す
の
で
︶
﹂
な
ど
と
、
途
切
れ
途
切
れ
に
申
し
上
げ
る
が
、
そ
れ
も
︵
宮
は
︶
た
い
そ
う
好
ま
し
い
対
応
で
あ
る
と
思
っ
て
お
聞
き
に
な
っ
て
い
た
。

︵
尼
上
に
仕
え
る
︶
女
房
た
ち
が
、
︵
こ
っ
そ
り
︶
覗
い
て
︵
宮
の
姿
を
︶
拝
見
す
る
と
、
明
る
く
差
し
て
い
る
夕
方
の
月
光
の
中
で
、
威
儀
を
正
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
様
子
は
、
た

と
え
よ
う
も
な
い
ほ
ど
に
素
晴
ら
し
い
。
山
の
端
か
ら
月
の
光
が
輝
き
出
た
よ
う
な
そ
の
御
様
子
は
、
正
視
で
き
な
い
ほ
ど
に
美
し
い
。
つ
や
や
か
さ
も
色
合
い
も
︵
あ
た
か
も
あ
た

り
に
︶
こ
ぼ
れ
落
ち
そ
う
な
ほ
ど
で
あ
る
御
着
物
に
、
直
衣
が
そ
れ
と
な
く
重
な
っ
て
い
る
色
合
い
も
、
ど
こ
に
加
わ
っ
て
い
る
気
品
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
世
の
人
が
染
め
上
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げ
た
も
の
と
も
思
わ
れ
ず
、
︵
と
て
も
︶
あ
り
き
た
り
な
色
と
は
見
え
な
い
そ
の
様
子
は
、
目
に
も
鮮
や
か
で
本
当
に
見
た
こ
と
が
な
い
ほ
ど
に
素
晴
ら
し
い
。
︵
宮
よ
り
も
︶
見
劣
り

す
る
平
凡
な
男
で
さ
え
見
馴
れ
な
い
︵
女
房
た
ち
の
︶
心
に
は
、
﹁
世
の
中
に
は
こ
の
よ
う
な
人
も
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
だ
な
あ
﹂
と
︵
思
わ
れ
て
︶
、
︵
皆
︶
心
も
落
ち
着
か
ず
褒
め

そ
や
し
て
い
る
。
︵
女
房
た
ち
は
︶
本
当
に
、
︵
姫
君
の
夫
と
し
て
宮
を
︶
姫
君
に
並
べ
て
み
た
く
思
わ
れ
て
、
微
笑
み
な
が
ら
座
っ
て
い
た
。
宮
が
、
そ
の
住
ま
い
の
様
子
な
ど
を
御

覧
に
な
る
と
、
︵
都
に
あ
る
︶
他
の
家
と
は
様
子
が
違
っ
て
見
え
る
。
︵
仕
え
る
︶
人
は
少
な
く
、
ひ
っ
そ
り
と
し
て
い
て
、
こ
の
よ
う
な
所
に
思
い
悩
み
が
ち
で
あ
る
よ
う
な
人
﹇
＝

姫
君
﹈
が
住
ん
で
い
る
な
ら
ば
と
、
そ
の
心
細
さ
な
ど
が
自
然
に
し
み
じ
み
と
気
の
毒
に
思
わ
れ
な
さ
っ
て
、
︵
宮
は
︶
む
や
み
に
も
の
悲
し
く
思
い
、
御
袖
を
涙
で
濡
ら
し
な
さ
り

な
が
ら
、
宰
相
に
も
、
﹁
必
ず
、
甲
斐
が
あ
る
よ
う
に
﹇
＝
姫
君
の
気
持
ち
が
自
分
に
向
く
よ
う
に
﹈
申
し
上
げ
て
く
だ
さ
い
﹂
な
ど
と
言
い
含
め
て
お
帰
り
に
な
る
の
で
、
女
房
た

ち
も
た
い
そ
う
名
残
惜
し
く
感
じ
る
。

﹇
解

説
﹈

問
�

解
釈
の
問
題

ま
ず
は
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
。

�

標
準

﹁
ゆ
か
し
く
お
ぼ
し
め
し
て
﹂
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

﹁
ゆ
か
し
く
／
お
ぼ
し
め
し
／
て
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
る
。

﹁
ゆ
か
し
く
﹂
は
、
本
来
﹁
心
ひ
か
れ
る
﹂
の
意
で
、
多
く
は
﹁
見
た
い
・
聞
き
た
い
・
知
り
た
い
﹂
と
訳
す
形
容
詞
﹁
ゆ
か
し
﹂
の
連
用
形
。
こ
れ
が
正
し
い
の
は
、
3

・

5

。
﹁
お
ぼ
し
め
し
﹂
は
、
﹁
お
思
い
に
な
る
﹂
と
訳
す
尊
敬
の
動
詞
﹁
お
ぼ
し
め
す
﹂
の
連
用
形
。
こ
れ
が
正
し
い
の
は
、
1

・
3

・
4

。
2

と
5

の
﹁
～
申
し
上
げ
る
﹂
は

謙
譲
の
訳
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
正
解
は
、
二
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
正
し
く
訳
さ
れ
て
い
る
3

で
あ
る
。
重
要
単
語
と
敬
語
の
訳
か
ら
正
解
は
得
ら
れ
る
。
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�

基
礎

﹁
や
を
ら
﹂
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

﹁
や
を
ら
﹂
は
、
﹁
静
か
に
・
そ
っ
と
﹂
と
訳
す
副
詞
。
今こ

ん

日に
ち

で
は
﹁
突
然
に
・
不
意
に
﹂
の
意
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
誤
用
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
正
解
は
ズ
バ
リ
2

で
あ
る
。

�

応
用

﹁
重
な
れ
る
あ
は
ひ
﹂
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

﹁
重
な
れ
／
る
／
あ
は
ひ
﹂
と
単
語
分
け
さ
れ
る
。

﹁
重
な
れ
﹂
は
、
四
段
活
用
の
動
詞
﹁
重
な
る
﹂
の
已
然
形
。
意
味
は
、
そ
の
ま
ま
﹁
重
な
る
﹂
で
、
こ
れ
が
正
し
い
の
は
1

・
3

・
4

。
2

と
5

の
訳
の
﹁
重
ね
る
﹂
は

他
動
詞
の
訳
で
、
﹁
重
な
る
﹂
︵
自
動
詞
︶
と
は
違
う
。
ち
な
み
に
、
﹁
重
ね
る
﹂
の
意
で
あ
れ
ば
、
単
語
は
下
二
段
活
用
の
﹁
重
ぬ
﹂
で
あ
り
、
﹁
重
ね
・
重
ね
・
重
ぬ
・
重
ぬ

る
・
重
ぬ
れ
・
重
ね
よ
﹂
と
活
用
し
、
﹁
重
な
れ
﹂
に
は
な
ら
な
い
。
﹁
る
﹂
は
、
存
続
︵
～
し
て
い
る
︶
・
完
了
︵
～
し
た
︶
の
助
動
詞
﹁
り
﹂
の
連
体
形
。
助
動
詞
﹁
り
﹂
は
、

サ
変
動
詞
の
未
然
形
と
四
段
動
詞
の
已
然
形
に
接
続
す
る
助
動
詞
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
直
前
の
﹁
重
な
れ
﹂
が
四
段
動
詞
の
已
然
形
で
あ
る
か
ら
、
﹁
る
﹂
は
本
来
﹁
り
﹂
で
あ

る
と
わ
か
る
。
こ
の
訳
が
正
し
い
の
は
、
完
了
で
訳
し
て
い
る
2

・
3

と
、
存
続
で
訳
し
て
い
る
4

・
5

。
1

は
﹁
る
﹂
が
訳
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
ま
で
で
選
択
肢
は
3

と

4

に
絞
ら
れ
る
。
﹁
あ
は
ひ
﹂
は
、
﹁
間
﹂
の
字
が
当
た
り
、
一
般
に
は
﹁
間
︵
あ
い
だ
︶
・
間
柄
︵
あ
い
だ
が
ら
︶
・
形
勢
﹂
な
ど
の
意
で
あ
る
が
、
﹁
色
の
組
み
合
わ
せ
・
配

色
・
調
和
﹂
な
ど
の
意
も
示
す
名
詞
。
こ
の
﹁
あ
は
ひ
﹂
の
意
味
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
正
解
は
4

と
な
る
が
、
﹁
あ
は
ひ
﹂
は
や
や
難
し
い
。
﹁
あ
は
ひ
﹂
が
わ
か
ら
な
い
場
合

は
、
傍
線
部
を
含
む
第
三
段
落
前
半
が
、
﹁
似
る
も
の
な
く
め
で
た
し
︵
＝
た
と
え
よ
う
も
な
い
ほ
ど
に
素
晴
ら
し
い
︶
﹂
、
﹁
月
の
光
の
か
か
や
き
出
で
た
る
や
う
な
る
御
有
様
、

目
も
お
よ
ば
ず
。
︵
＝
月
の
光
が
輝
き
出
た
よ
う
な
そ
の
御
様
子
は
、
正
視
で
き
な
い
ほ
ど
に
美
し
い
︶
﹂
と
、
﹁
宮
﹂
の
見
た
目
の
美
し
さ
を
言
っ
て
お
り
、
﹁
艶
も
色�

も
こ
ぼ
る

ば
か
り
な
る
御
衣
︵
＝
つ
や
や
か
さ
も
色
合
い
も
こ
ぼ
れ
落
ち
そ
う
な
ほ
ど
の
御
着
物
︶
﹂
に
、
﹁
直
衣
﹂
が
重
な
っ
て
い
る
﹁
あ
は
ひ
﹂
が
、
﹁
こ
の
世
の
人
の
染�

め�

出
だ
し
た

る
と
も
見
え
ず
、
常
の
色�

と
も
見
え
ぬ
︵
＝
こ
の
世
の
人
が
染
め
上
げ
た
も
の
と
も
思
わ
れ
ず
、
あ
り
き
た
り
な
色
と
も
見
え
な
い
︶
﹂
と
、
色
の
面
で
そ
の
素
晴
ら
し
さ
が
語

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
し
て
、
﹁
あ
は
ひ
﹂
の
意
味
は
4

の
﹁
色�

合
い
﹂
が
よ
さ
そ
う
だ
と
考
え
た
い
。

よ
っ
て
、
正
解
は
4

で
あ
る
。
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正
解

�

3

�

2

�

4

21

22

23

問
�

敬
語
︵
敬
意
の
対
象
︶
の
問
題

標
準

波
線
部
ａ

～
ｄ

の
敬
語
︵
奉
る
・
給
ふ
・
侍
る
・
聞
こ
え
︶
は
そ
れ
ぞ
れ
誰
に
対
す
る
敬
意
を
示
し
て
い
る
か
。
そ
の
組
合
せ
と
し
て
正
し
い
も
の
を
、
次
の

1

～

5

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

ま
ず
、
敬
意
の
対
象
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。

ま
と
め

敬
意
の
対
象

尊
敬
語

動
作
の
主
体
︵
主
語
︶
に
対
す
る
敬
意
を
示
し
て
い
る
。

謙
譲
語

動
作
の
受
け
手
︵
相
手
︶
に
対
す
る
敬
意
を
示
し
て
い
る
。

丁
寧
語

話
の
聞
き
手
に
対
す
る
敬
意
を
示
し
て
い
る
。

 
会
話
文
中
の
丁
寧
語

そ
の
会
話
の
聞
き
手
︵
会
話
の
相
手
︶
に
対
す
る
敬
意
を
示
し
て
い
る
。

 
地
の
文
の
丁
寧
語

読
者
に
対
す
る
敬
意
を
示
し
て
い
る
。

ａ

﹁
奉
る
﹂
は
、
謙
譲
の
補
助
動
詞
で
あ
る
。
謙
譲
語
で
あ
る
か
ら
、
動
作
の
受
け
手
︵
相
手
︶
に
対
す
る
敬
意
を
示
す
。
﹁
入
れ
奉
る
﹂
は
、
﹁
宰
相
﹂
が
、
訪
ね
て
来
た

﹁
宮
﹂
を
室
内
へ
﹁
入
れ
る
﹂
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
﹁
入
れ
奉
る
﹂
は
、
﹁
宮
﹂
が
受
け
手
︵
相
手
︶
で
あ
る
か
ら
、
ａ

の
﹁
奉
る
﹂
は
、
﹁
宮
﹂
に
対
す
る
敬
意
を
示
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
ａ

が
正
し
い
の
は
1

・
2

・
3

で
あ
る
。

ｂ

﹁
給
ふ
﹂
は
、
尊
敬
の
補
助
動
詞
で
あ
る
。
尊
敬
語
で
あ
る
か
ら
、
動
作
の
主
体
︵
主
語
︶
に
対
す
る
敬
意
を
示
す
。
ｂ

を
含
む
会
話
部
分
は
、
宮
が
庵
室
を
訪
問
し
た

理
由
を
﹁
宰
相
﹂
に
述
べ
て
い
る
箇
所
で
、
﹁
こ
の
ほ
ど
尋
ね
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
こ
の
わ
た
り
に
も
の
し
給
ふ
な
ど
聞
き
て
﹂
は
、
﹁
こ
の
度
︵
こ
ち
ら
の
山
里
を
︶
訪
ね
申
し
上
げ

る
と
、
こ
の
あ
た
り
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
な
ど
と
聞
い
て
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
﹁
も
の
し
﹂
は
、
﹁
あ
り
・
行
く
・
来
﹂
な
ど
の
代
わ
り
に
用
い
ら
れ
る
サ
変
動
詞
﹁
も
の
す
﹂

の
連
用
形
で
、
こ
こ
で
は
﹁
あ
り
﹂
の
代
わ
り
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
要
は
、
﹁
こ
こ
に
い
る
と
聞
い
て
や
っ
て
来
た
﹂
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
﹁
い
る
﹂
の
主

体
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
﹁
宰
相
﹂
か
﹁
姫
君
﹂
で
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
選
択
肢
に
は
﹁
姫
君
﹂
は
な
い
の
で
、
ｂ

の
﹁
給
ふ
﹂
は
、
動
作
の
主
体
で
あ
る
﹁
宰
相
﹂
に
対
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す
る
敬
意
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ｂ

が
正
し
い
の
は
1

・
2

・
5

で
あ
る
。

ｃ

﹁
侍
る
﹂
は
、
丁
寧
の
補
助
動
詞
で
あ
る
。
丁
寧
語
で
あ
る
か
ら
、
話
の
聞
き
手
に
対
す
る
敬
意
を
示
す
。
ｃ

を
含
む
会
話
部
分
は
、
ｂ

で
見
た
﹁
宮
﹂
の
言
葉
を
う
け

て
、
﹁
宰
相
﹂
が
﹁
御
訪
問
は
畏
れ
多
い
。
尼
上
が
重
病
な
の
で
最
期
を
看
取
ろ
う
と
、
こ
こ
に
籠
も
っ
て
い
た
﹂
と
返
事
を
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
か
ら
、
話
し
手
は
﹁
宰
相
﹂

で
あ
り
、
話
の
聞
き
手
は
﹁
宮
﹂
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
ｃ

の
﹁
侍
る
﹂
は
、
﹁
宮
﹂
に
対
す
る
敬
意
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ｃ

が
正
し
い
の
は
1

・
3

で
あ
る
。

ｄ

﹁
聞
こ
え
﹂
は
、
﹁
申
し
上
げ
る
﹂
と
訳
す
、
謙
譲
の
本
動
詞
。
謙
譲
語
で
あ
る
か
ら
、
動
作
の
受
け
手
︵
相
手
︶
に
対
す
る
敬
意
を
示
す
。
こ
こ
は
、
﹁
尼
上
の
見
舞
い

に
来
た
﹂
と
い
う
﹁
宮
﹂
の
言
葉
を
受
け
て
、
﹁
宰
相
﹂
が
、
部
屋
の
奥
へ
行
っ
て
、
そ
こ
に
い
る
人
︵
大
病
で
寝
て
い
る
﹁
尼
上
﹂
と
考
え
る
べ
き
︶
に
、
﹁
か
う
か
う
の
仰
せ

言
こ
そ
侍
れ
︵
＝
宮
か
ら
こ
の
よ
う
な
御
見
舞
い
の
御
言
葉
を
い
た
だ
き
ま
し
た
︶
﹂
と
申
し
上
げ
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
﹁
聞
こ
え
﹂
の
動
作
の
主
体
は
﹁
宰
相
﹂
、
動
作
の

受
け
手
︵
相
手
︶
は
﹁
老
い
人
﹇
＝
尼
上
﹈
﹂
で
あ
る
か
ら
、
ｄ

の
﹁
聞
こ
え
﹂
は
、
﹁
老
い
人
﹂
に
対
す
る
敬
意
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ｄ

が
正
し
い
の
は
1

・
3

・

5

で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
正
解
は
1

で
あ
る
。

セ
ン
タ
ー
試
験
の
問
�
は
多
く
は
文
法
問
題
で
、
数
年
に
一
回
の
ペ
ー
ス
で
敬
語
に
関
す
る
問
題
も
出
題
さ
れ
て
き
た
が
、
二
〇
二
〇
年
度
は
前
年
度
に
続
い
て
、
二
年
連
続

敬
意
の
対
象
の
問
題
が
出
題
さ
れ
た
。

正
解

1

24

問
�

内
容
説
明
の
問
題

標
準

傍
線
部
Ａ

﹁
う
ら
や
ま
し
く
見
給
へ
り
﹂
と
あ
る
が
、
宮
は
何
に
対
し
て
う
ら
や
ま
し
く
思
っ
て
い
る
か
。
そ
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
。

傍
線
部
直
前
の
、
﹁
こ
の
か
た
の
い
と
な
み
も
、
こ
の
世
に
て
も
つ
れ
づ
れ
な
ら
ず
、
後
の
世
は
ま
た
い
と
頼
も
し
き
ぞ
か
し
。
こ
の
か
た
は
心
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
れ
ば
﹂

は
、
﹁
こ
う
い
う
仏
教
的
な
面
の
行
い
も
、
こ
の
世
で
も
た
ゆ
む
こ
と
な
く
熱
心
に
行
い
、
︵
そ
の
た
め
に
︶
来
世
も
ま
た
た
い
そ
う
︵
極
楽
往
生
が
︶
期
待
で
き
る
こ
と
で
あ
る

よ
。
こ
の
よ
う
な
仏
教
的
な
面
は
︵
宮
と
し
て
も
︶
心
に
と
ま
る
こ
と
で
あ
る
の
で
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
二
箇
所
あ
る
﹁
か
た
﹂
は
﹁
方
﹂
の
字
が
当
た
り
、
﹁
方�

角
・
方�

法
・
方�

面
﹂
な
ど
と
訳
さ
れ
る
名
詞
で
、
こ
こ
で
は
﹁
こ
の
か
た
﹂
で
﹁
こ
う
い
う
方
面
﹂
の
意
で
あ
る
が
、
最
初
の
﹁
こ
の
か
た
﹂
の
直
前
に
書
か
れ
て
い
る
﹁
こ
な
た
は
仏
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の
御
前
と
見
え
て
～
か
ら
か
ら
と
鳴
る
ほ
ど
も
﹂
は
、
﹁
手
前
の
ほ
う
は
仏
間
ら
し
く
、
さ
さ
や
か
な
閼
伽
棚
が
あ
っ
て
、
妻
戸
や
格
子
な
ど
も
開
け
放
し
て
あ
り
、
樒
の
花
が

青
々
と
散
っ
て
、
︵
誰
か
が
︶
花
を
お
供
え
し
よ
う
と
し
て
、
︵
花
を
入
れ
る
器
が
︶
か
ら
か
ら
と
鳴
る
︵
の
が
聞
こ
え
る
︶
﹂
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
庵
室
に
住
ま
う
人
が
熱
心

に
勤
行
︵
仏
教
修
行
︶
し
て
い
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
﹁
こ
の
か
た
﹂
は
﹁
こ
う
い
う
仏
教
的
な
面
﹂
の
意
と
考
え
た
い
。
宮
は
、
自
身
に
と
っ
て
も
、
仏

教
は
﹁
心
に
と
ど
ま
る
こ
と
﹂
な
の
で
、
日
々
仏
教
的
行
い
に
い
そ
し
ん
で
い
る
と
見
え
る
こ
の
庵
室
で
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
﹁
う
ら
や
ま
し
く
﹂
思
っ
て
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
正
し
く
説
明
し
て
い
る
3

が
正
解
で
あ
る
。

1

は
﹁
極
楽
浄
土
の
よ
う
に
楽
し
く
暮
ら
す
﹂
が
誤
り
。
﹁
こ
の
世
﹂
で
仏
教
的
行
い
に
励
め
ば
﹁
後
の
世
︵
来
世
︶
﹂
に
極
楽
往
生
が
期
待
で
き
る
と
は
書
か
れ
て
い
る
が
、

山
里
の
暮
ら
し
自
体
が
極
楽
浄
土
の
よ
う
だ
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

2

は
﹁
姫
君
と
来
世
ま
で
も
添
い
遂
げ
よ
う
と
心
に
決
め
て
い
る
﹂
が
本
文
に
な
く
、
う
ら
や
ま
し
さ
の
対
象
も
﹁
姫
君
の
そ
ば
に
い
る
人
た
ち
﹂
で
は
な
い
の
で
誤
り
。

4

は
﹁
来
世
の
こ
と
を
考
え
ず
に
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
姫
君
﹂
が
誤
り
。
宮
は
、
﹁
こ
の
世
﹂
で
こ
の
よ
う
に
仏
教
的
行
い
に
励
め
ば
﹁
後
の
世
﹂
に
極
楽
往
生
が
期
待
で

き
る
と
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
庵
室
に
住
む
人
が
﹁
来
世
の
こ
と
を
考
え
ず
に
﹂
暮
ら
し
て
い
る
と
は
見
て
い
な
い
。
ま
た
、
本
文
中
に
姫
君
は
登
場
し
て
お
ら
ず
、
こ

の
仏
教
に
熱
心
な
暮
ら
し
ぶ
り
を
し
て
い
る
人
は
、
庵
室
の
主
で
あ
る
尼
上
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
姫
君
に
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

5

は
、
﹁
自
由
に
行
動
で
き
な
い
身
分
で
あ
る
自
分
﹂
が
本
文
か
ら
は
読
み
取
れ
な
い
上
に
、
傍
線
部
の
直
前
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
全
く
踏
ま
え
て
い
な
い
の
で
、
誤
り

で
あ
る
。

正
解

3

25

問
�

心
情
︵
傍
線
部
の
発
言
を
生
ん
だ
心
情
︶
説
明
の
問
題

応
用

傍
線
部
Ｂ

﹁
つ
て
な
ら
で
こ
そ
申
す
べ
く
侍
る
に
﹂
と
あ
る
が
、
尼
上
は
ど
の
よ
う
な
思
い
か
ら
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
の
か
。
そ
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
。

登
場
人
物
の
心
情
は
そ
の
人
の
会
話
文
や
そ
の
人
が
詠
ん
だ
和
歌
に
あ
ら
わ
れ
や
す
く
、
こ
こ
で
も
尼
上
の
心
情
は
、
尼
上
自
身
の
会
話
文
、
﹁
さ
る
者
あ
り
と
御
耳
に
入
り

て
～
か
く
弱
々
し
き
心
地
に
﹂
か
ら
読
み
取
る
べ
き
で
あ
る
。

﹁
さ
る
者
あ
り
と
御
耳
に
入
り
て
～
か
く
弱
々
し
き
心
地
に
﹂
は
、
﹁
そ
の
よ
う
な
者
﹇
＝
重
病
の
自
分
﹈
が
い
る
と
︵
宮
が
︶
お
耳
に
な
さ
っ
て
、
︵
私
は
︶
老
い
の
果
て
に
、
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こ
の
よ
う
に
素
晴
ら
し
い
御
恵
み
を
こ
う
む
り
ま
し
た
の
で
、
︵
無
駄
に
︶
生
き
永
ら
え
て
お
り
ま
し
た
こ
の
命
も
、
今
は
嬉
し
く
、
︵
宮
の
御
見
舞
い
は
︶
こ
の
世
で
の
︵
こ
の

上
な
い
︶
名
誉
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
︵
宰
相
に
︶
仲
介
さ
せ
る
の
で
は
な
く
︵
直
接
お
会
い
し
て
︶
お
礼
を
申
し
上
げ
る
べ
き
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
に
衰
弱
し
た

状
態
で
︵
ご
ざ
い
ま
す
の
で
︶
﹂
と
訳
さ
れ
る
。
傍
線
部
﹁
つ
て
な
ら
で
こ
そ
申
す
べ
く
侍
る
に
﹂
は
、
﹁
つ
て
﹂
が
﹁
人
づ
て
﹂
の
意
、
﹁
で
﹂
が
﹁
～
な
く
て
・
～
な
い
で
﹂

と
訳
す
打
消
の
接
続
助
詞
、
﹁
侍
る
﹂
が
﹁
～
で
す
・
～
ま
す
﹂
と
訳
す
丁
寧
の
補
助
動
詞
で
あ
る
か
ら
、
﹁
人
づ
て
で
は
な
く
て
申
し
上
げ
る
べ
き
で
す
が
﹂
、
つ
ま
り
、
﹁
直
接

申
し
上
げ
る
べ
き
だ
が
﹂
の
意
で
あ
る
。
こ
の
会
話
文
は
、
﹁
宮
の
見
舞
い
は
あ
り
が
た
く
、
生
き
て
い
て
よ
か
っ
た
、
こ
の
上
な
い
名
誉
で
あ
る
。
直
接
お
会
い
し
て
お
礼
を

言
う
べ
き
だ
が
、
衰
弱
し
て
い
て
で
き
な
い
﹂
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
正
解
は
、
こ
の
こ
と
を
正
し
く
踏
ま
え
て
説
明
し
て
い
る
5

で
あ
る
。

尼
上
は
姫
君
に
つ
い
て
は
一
言
も
言
及
し
て
い
な
い
の
で
、
1

の
﹁
姫
君
と
宮
と
の
仲
を
取
り
持
っ
て
、
二
人
を
お
引
き
合
わ
せ
申
し
上
げ
る
べ
き
だ
﹂
、
2

の
﹁
こ
の
折
に

姫
君
の
こ
と
を
直
接
ご
相
談
申
し
上
げ
た
い
﹂
は
誤
り
で
あ
る
。

3

の
﹁
宮
か
ら
多
大
な
援
助
を
い
た
だ
け
る
﹂
も
、
そ
の
よ
う
な
事
実
は
本
文
に
は
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
当
然
﹁
つ
て
な
ら
で
﹂
の
意
味
も
﹁
︵
援
助
を
︶
直
接
お
受
け
取
り

申
し
上
げ
る
﹂
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。

ま
た
、
尼
上
は
仏
道
に
つ
い
て
も
述
べ
て
は
い
な
い
の
で
、
4

の
﹁
仏
道
に
つ
い
て
直
接
お
教
え
申
し
上
げ
﹂
も
本
文
か
ら
は
読
み
取
れ
な
い
。

正
解

5

26

問
�

心
情
説
明
の
問
題

標
準

傍
線
部
Ｃ

﹁
笑
み
ゐ
た
り
﹂
と
あ
る
が
、
こ
の
時
の
女
房
た
ち
の
心
情
に
つ
い
て
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
。

﹁
こ
の
時
の
女
房
た
ち
﹂
の
様
子
は
第
三
段
落
冒
頭
の
﹁
人
々
、
の
ぞ
き
て
見
奉
る
に
﹂
か
ら
、
傍
線
部
直
前
の
﹁
げ
に
、
姫
君
に
並
べ
ま
ほ
し
く
﹂
ま
で
に
書
か
れ
て
お
り
、

そ
の
内
容
は
、
﹁
女
房
た
ち
が
、
宮
の
姿
を
覗
き
見
す
る
と
、
月
に
照
ら
さ
れ
た
そ
の
姿
は
た
と
え
よ
う
も
な
く
素
晴
ら
し
く
、
宮
自
身
が
月
で
あ
る
か
の
よ
う
に
美
し
い
。
着

て
い
る
衣
の
美
し
い
色
合
い
も
見
た
こ
と
が
な
い
ほ
ど
で
、
平
凡
な
男
さ
え
も
見
馴
れ
て
い
な
い
女
房
た
ち
に
は
、
﹃
世
の
中
に
は
こ
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
人
も
い
る
の
だ
な
あ
﹄

と
思
わ
れ
、
皆
で
褒
め
そ
や
し
て
い
る
。
本
当
に
、
宮
を
姫
君
と
夫
婦
と
し
て
並
べ
て
見
た
く
思
わ
れ
る
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
傍
線
部
直
前
の
﹁
姫
君
に
並
べ
ま
ほ

し
く
﹂
が
、
﹁
宮
を
夫
と
し
て
姫
君
に
並
べ
て
み
た
く
﹂
の
意
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
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よ
っ
て
、
そ
の
内
容
を
正
し
く
説
明
し
て
い
る
2

が
正
解
で
あ
る
。

1

の
﹁
普
段
か
ら
上
質
な
衣
裳
は
見
馴
れ
て
い
る
﹂
﹁
姫
君
の
衣
裳
と
比
べ
て
み
た
い
﹂
、
3

の
﹁
�
以
上
の
﹂
﹁
姫
君
が
宮
を
見
た
ら
き
っ
と
驚
く
だ
ろ
う
と
想
像
し
﹂
、
4

の
﹁
仏
道
に
導
き
、
姫
君
と
そ
ろ
っ
て
出
家
す
る
よ
う
に
仕
向
け
る
こ
と
が
で
き
た
﹂
、
5

の
﹁
こ
れ
ま
で
平
凡
な
男
と
さ
え
縁
談
が
な
か
っ
た
姫
君
﹂
﹁
宮
が
釣
り
合
う
は
ず

が
な
い
と
あ
き
れ
て
い
る
﹂
は
、
い
ず
れ
も
本
文
に
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
り
、
本
文
の
内
容
と
合
致
し
な
か
っ
た
り
し
て
、
誤
り
で
あ
る
。

正
解

2

27

問
�

内
容
説
明
︵
内
容
合
致
︶
の
問
題

応
用

こ
の
文
章
の
内
容
に
関
す
る
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
。
︵
傍
線
部
な
し
︶

こ
の
設
問
は
、
問
い
方
は
右
の
よ
う
で
あ
る
が
、
要
は
内
容
合
致
問
題
で
あ
る
。

1

は
、
第
一
段
落
四
行
目
の
﹁
や
を
ら
葦
垣
の
隙
よ
り
﹂
以
降
に
相
当
す
る
選
択
肢
だ
が
、
ま
ず
、
﹁
美
し
い
女
性
の
姿
を
見
た
。
こ
の
人
こ
そ
�
に
聞
い
て
い
た
姫
君
に
違

い
な
い
と
確
信
し
た
﹂
が
誤
り
で
あ
る
。
宮
は
、
そ
の
庵
室
に
住
む
人
の
﹁
仏
事
に
い
そ
し
む
﹂
生
活
ぶ
り
は
見
て
い
る
も
の
の
、
姫
君
ら
し
き
人
の
姿
は
見
て
い
な
い
。
﹁
か

の
宰
相
の
も
と
な
る
童
べ
︵
例
の
宰
相
の
も
と
に
仕
え
る
少
女
︶
﹂
を
見
か
け
て
、
﹁
こ
こ
に
や
︵
や
は
り
宰
相
が
通
う
姫
君
の
住
ま
い
は
こ
こ
な
の
で
あ
ろ
う
か
︶
﹂
と
思
っ
て

い
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
御
供
の
兵
衛
督
を
仲
介
と
し
て
宰
相
を
呼
び
出
し
た
宮
は
、
尼
上
の
病
気
を
気
づ
か
う
旨
な
ど
を
話
し
て
い
て
︵
第
二
段
落
︶
、
﹁
す�

ぐ�

に�

︵
姫
君
と

の
︶
対
面
の
場
を
設
け
る
よ
う
に
宰
相
に
依
頼
し
た
﹂
わ
け
で
は
な
い
。
姫
君
と
の
対
面
を
促
し
て
い
る
言
葉
は
、
帰
り
際
の
、
﹁
か
ま
へ
て
、
か
ひ
あ
る
さ
ま
に
聞
こ
え
な
し

給
へ
︵
＝
必
ず
、
甲
斐
が
あ
る
よ
う
に
﹇
＝
姫
君
の
気
持
ち
が
自
分
に
向
く
よ
う
に
﹈
申
し
上
げ
て
く
だ
さ
い
︶
﹂
︵
第
三
段
落
の
最
後
の
一
文
︶
だ
け
で
あ
る
。

2

は
、
第
一
段
落
八
行
目
の
﹁
御
供
な
る
兵
衛
督
と
い
ふ
を
召
し
給
ひ
て
︵
御
供
で
あ
る
兵
衛
督
と
い
う
者
を
お
呼
び
に
な
っ
て
︶
﹂
か
ら
第
一
段
落
の
最
後
ま
で
に
相
当
す

る
選
択
肢
だ
が
、
ま
ず
、
﹁
宰
相
は
、
兵
衛
督
を
呼
ん
で
、
ど
の
よ
う
に
対
応
す
れ
ば
よ
い
か
尋
ね
た
﹂
が
誤
り
で
あ
る
。
本
文
に
よ
れ
ば
、
宮
が
兵
衛
督
に
命
じ
て
、
﹁
宰
相
の

君
は
こ
れ
に
て
侍
る
に
や
︵
宰
相
の
君
が
い
る
の
は
こ
こ
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
︶
﹂
と
言
わ
せ
て
、
宰
相
を
呼
び
出
し
た
の
で
あ
る
。
宰
相
が
兵
衛
督
を
呼
ん
だ
り
、
相
談
を

持
ち
か
け
た
り
し
た
事
実
は
な
い
。
ま
た
、
宰
相
が
宮
を
入
れ
た
部
屋
に
つ
い
て
は
、
﹁
仏
の
か
た
は
ら
の
南
面
︵
＝
仏
間
近
く
の
南
向
き
の
部
屋
︶
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
だ
け
で

あ
る
。
﹁
尼
上
と
姫
君
が
い
る
﹂
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
第
二
段
落
の
内
容
か
ら
尼
上
は
奥
の
部
屋
に
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
姫
君
は
本
文
全
体
を
通
し
て
一
度
も
登
場
し

て
い
な
い
。
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3

は
、
第
二
段
落
の
尼
上
の
会
話
文
﹁
さ
る
者
あ
り
と
御
耳
に
入
り
て
…
﹂
か
ら
第
二
段
落
の
最
後
ま
で
に
相
当
す
る
選
択
肢
だ
が
、
ま
ず
、
﹁
自
分
の
亡
き
後
の
こ
と
を
宮

に
頼
ん
だ
。
姫
君
に
つ
い
て
も
大
切
に
後
見
す
る
よ
う
懇
願
﹂
が
誤
り
で
あ
る
。
こ
こ
の
尼
上
の
会
話
文
、
﹁
さ
る
者
あ
り
と
御
耳
に
入
り
て
～
か
く
弱
々
し
き
心
地
に
﹂
は
、

﹁
宮
の
見
舞
い
は
あ
り
が
た
く
、
生
き
て
い
て
よ
か
っ
た
、
こ
の
上
な
い
名
誉
で
あ
る
。
直
接
お
会
い
し
て
お
礼
を
言
う
べ
き
だ
が
、
衰
弱
し
て
い
て
で
き
な
い
﹂
と
い
う
内
容

で
あ
る
。
﹁
亡
き
後
の
こ
と
﹂
や
﹁
姫
君
﹂
に
つ
い
て
は
一
言
も
言
及
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
﹁
姫
君
と
の
関
係
が
自
ら
の
望
む
方
向
に
進
ん
で
い
き
そ
う
な
予
感
を
覚
え
た
﹂
も

誤
り
。
尼
上
の
言
葉
を
伝
え
聞
い
た
宮
に
つ
い
て
は
、
﹁
い
と
あ
ら
ま
ほ
し
と
聞
き
給
へ
り
︵
＝
た
い
そ
う
好
ま
し
い
対
応
で
あ
る
と
思
っ
て
お
聞
き
に
な
っ
て
い
た
︶
﹂
︵
第
二

段
落
の
最
後
︶
と
書
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

4

は
、
第
三
段
落
に
相
当
す
る
選
択
肢
で
あ
る
が
、
﹁
宮
は
こ
の
静
か
な
山
里
で
出
家
し
、
姫
君
と
と
も
に
暮
ら
し
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
﹂
が
誤
り
で
あ
る
。
第
三
段

落
で
は
、
宮
の
様
子
は
、
﹁
宮
は
、
所
の
有
様
な
ど
﹂
以
降
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
﹁
宮
は
、
庵
室
の
様
子
を
見
て
、
こ
の
よ
う
に
寂
し
げ
な
所
で
姫
君
が
物
思
い

が
ち
に
暮
ら
し
て
い
る
の
な
ら
気
の
毒
な
こ
と
だ
と
悲
し
み
、
姫
君
と
の
対
面
を
か
な
え
て
く
れ
る
よ
う
に
宰
相
に
促
し
て
帰
っ
た
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
自
身
の
﹁
出
家
﹂

や
﹁
姫
君
と
と
も
に
暮
ら
し
た
い
﹂
と
い
う
思
い
に
つ
い
て
は
全
く
言
及
し
て
い
な
い
。

5

は
、
ほ
ぼ
第
三
段
落
後
半
に
相
当
す
る
選
択
肢
で
、
﹁
宮
は
山
里
を
～
言
い
残
し
た
﹂
は
、
4

で
見
た
﹁
宮
は
、
所
の
有
様
な
ど
﹂
以
降
に
書
か
れ
て
い
る
宮
の
様
子
に
合

致
し
て
い
て
誤
り
が
な
い
。
ま
た
、
﹁
女
房
た
ち
は
宮
の
す
ば
ら
し
さ
を
思
い
、
そ
の
余
韻
に
ひ
た
っ
て
い
た
﹂
も
、
第
三
段
最
後
の
﹁
人
々
も
名
残
多
く
お
ぼ
ゆ
︵
＝
女
房
た

ち
も
た
い
そ
う
名
残
惜
し
く
感
じ
る
︶
﹂
に
相
当
し
て
い
て
誤
り
は
な
い
。
﹁
女
房
た
ち
は
宮
の
す
ば
ら
し
さ
を
思
い
﹂
は
、
第
三
段
落
前
半
﹁
人
々
、
の
ぞ
き
て
見
奉
る
に
～
め

で
ま
ど
ひ
あ
へ
り
﹂
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
て
、
こ
こ
に
も
誤
り
は
な
い
。

よ
っ
て
、
正
解
は
5

で
あ
る
。

正
解

5

28
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第
�
問

漢
文

﹃
文も

ん

選ぜ
ん

﹄
︵
雑
詩
下

謝し
や

霊れ
い

運う
ん

﹁
田で

ん

南な
ん

に
園え

ん

を
樹た

て
、
流な

が

れ
を
激げ

き

し
援え

ん

を
植う

う
﹂
︶

﹇
出

典
﹈

﹃
文も

ん

選ぜ
ん

﹄
は
、
六り

く

朝
ち
よ
う

時
代
の

梁
り
よ
う

の

昭
し
よ
う

明め
い

太た
い

子し

︵
五
〇
一
～
五
三
一
年
︶
が
編へ

ん

纂さ
ん

し
た
詩
文
選
集
。
全
六
〇
巻
。

周
し
ゆ
う

か
ら
梁
に
至
る
約
一
〇
〇
〇
年
間
の
詩
・
文
の
選
集
で
、
収

め
ら
れ
た
作
品
は
七
六
〇
編
、
作
者
は
一
三
〇
人
に
の
ぼ
る
。
後
世
、
文
学
を
志
す
人
の
必
読
書
と
し
て
広
く
読
ま
れ
、
日
本
に
も
早
く
伝
わ
り
、
平
安
時
代
の
王
朝
文
学
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
。

謝し
や

霊れ
い

運う
ん

︵
三
八
五
～
四
三
三
年
︶
は
、
六
朝
時
代
の
宋そ

う

の
詩
人
。
名
門
と
し
て
知
ら
れ
た
陳
郡
陽よ

う

夏か

︵
河
南
省
太た

い

康こ
う

県
︶
の
貴
族
の
出
身
で
、
宮
廷
文
人
と
し
て
重
用
さ
れ
た
が
、

自
負
心
が
強
く
野
心
家
で
、
政
治
面
で
の
処
遇
に
は
不
満
が
多
く
、
不
遇
で
あ
っ
た
。
財
力
に
あ
か
せ
て
山
水
に
遊
歴
し
山
水
詩
人
と
し
て
知
ら
れ
、
ほ
ぼ
同
時
代
の
陶と

う

淵え
ん

明め
い

と
並
び

称
せ
ら
れ
る
。
の
ち
、
謀
反
の
嫌
疑
を
受
け
て
広
州
に
流
さ
れ
、
処
刑
さ
れ
た
。
六
朝
時
代
を
代
表
す
る
詩
人
で
あ
る
。

﹇
書
き
下
し
文
﹈

樵せ
う

隠い
ん

俱と
も

に
山や

ま

に
在あ

る
も

由ゆ

来ら
い

事こ
と

同お
な

じ
か
ら
ず

同お
な

じ
か
ら
ざ
る
は
一い

ち

事じ

に
非あ

ら

ず

痾
や
ま
ひ

を

養
や
し
な

ふ
も
亦ま

た
園ゑ

ん

中
ち
ゆ
う

園ゑ
ん

中
ち
ゆ
う

氛ふ
ん

雑ざ
つ

を

屏
し
り
ぞ

け

清せ
い

曠
く
わ
う

遠ゑ
ん

風ぷ
う

を
招ま

ね

く

室し
つ

を
卜ぼ

く

し
て
北き

た

の
阜を

か

に
倚よ

り

扉ひ

を
啓ひ

ら

き
て

南
み
な
み

の
江か

は

に
面め

ん

す

澗
た
に
が
は

を

激
せ
き
と

め
て
井せ

い

に
<く

む
に
代か

へ

槿
む
く
げ

を
挿う

ゑ
て
墉か

き

に

列
つ
ら
な

る
に
当あ

つ

群ぐ
ん

木ぼ
く

既す
で

に
戸と

に

羅
つ
ら
な

り

衆
し
ゆ
う

山ざ
ん

亦ま

た
窓ま

ど

に
対た

い

す

靡び

迤い

と
し
て
下か

田で
ん

に

趨
お
も
む

き

迢て
う

逓て
い

と
し
て
高か

う

峰ほ
う

を
瞰み

る

欲よ
く

を
寡す

く

な
く
し
て
労ら

う

を
期き

せ
ず

事こ
と

に
即そ

く

し
て
人ひ

と

の
功こ

う

罕ま
れ

な
り

唯た

だ

蔣
し
や
う

生せ
い

の
径み

ち

を
開ひ

ら

き

永な
が

く
求き

う

羊や
う

の
蹤あ

と

を
懐お

も

ふ

賞
し
や
う

心し
ん

忘わ
す

る
べ
か
ら
ず

妙め
う

善ぜ
ん

冀
こ
ひ
ね
が

は
く
は
能よ

く
同と

も

に
せ
ん
こ
と
を
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﹇
通

釈
﹈

木
こ
り
と
隠
者
と
は
と
も
に
山
に
暮
ら
し
て
は
い
る
が
、
︵
山
に
暮
ら
す
︶
理
由
は
同
じ
で
は
な
い
。

同
じ
で
な
い
の
は
一
事
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
都
の
生
活
で
疲
れ
た
心
身
を
癒
や
す
の
も
こ
の
庭
園
の
あ
る
住
居
の
中
。

こ
の
住
居
に
あ
っ
て
俗
世
の
わ
ず
ら
わ
し
さ
を
払
い
除
き
、
清
ら
か
で
広
々
と
し
た
空
間
は
遠
く
吹
き
来
る
風
を
招
き
寄
せ
る
。

家
を
北
方
の
岡
を
背
に
し
た
地
に
占
い
定
め
、
門
扉
を
開
け
ば
南
を
流
れ
る
川
が
眼
前
に
あ
る
。

谷
川
の
水
を
引
き
込
ん
で
井
戸
で
水
を
<
む
代
わ
り
と
し
、
む
く
げ
の
木
を
植
え
て
家
の
ま
わ
り
の
垣
根
と
す
る
。

多
く
の
樹
木
が
連
な
っ
て
戸
口
に
迫
り
、
山
々
も
ま
た
窓
に
向
き
あ
っ
て
そ
び
え
て
い
る
。

う
ね
う
ね
と
連
な
り
続
く
道
を
た
ど
っ
て
下
の
畑
に
行
き
、
は
る
か
遠
く
の
高
い
峰
を
眺
め
る
。

欲
を
す
く
な
く
し
て
苦
労
は
求
め
ず
、
あ
る
が
ま
ま
に
従
っ
て
人
の
手
は
か
け
過
ぎ
な
い
。

た
だ

蔣
し
よ
う

詡く

の
よ
う
に
庭
に
小
径
を
作
り
、
い
つ
も
求
仲
や
羊
仲
の
よ
う
な
友
が
訪
ね
て
く
れ
る
こ
と
を
思
う
。

美
し
い
風
景
を
め
で
る
心
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
、
こ
の
上
な
い
幸
福
を
友
と
と
も
に
わ
か
ち
合
い
た
い
も
の
で
あ
る
。

﹇
解

説
﹈

問
�

語
の
読
み
の
問
題

	

基
礎




基
礎

波
線
部
�
﹁
俱
﹂
・
�
﹁
寡
﹂
の
こ
こ
で
の
読
み
方
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
。

�
﹁
俱
﹂
は
、
﹁
と
も
ニ
﹂
で
あ
る
。
﹁
共
・
与
・
偕
・
同
﹂
も
﹁
と
も
ニ
﹂
の
読
み
方
が
あ
る
。
正
解
は
5

。

1

﹁
た
ま
た
ま
﹂
は
﹁
偶
・
会
・
適
﹂
。
2

﹁
つ
ぶ
さ
に
﹂
は
﹁
具
﹂
。
3

﹁
す
で
に
﹂
は
﹁
既
・
已
﹂
。
4

﹁
そ
ぞ
ろ
に
﹂
は
﹁
漫
・
坐
﹂
で
あ
る
。

�
﹁
寡
﹂
は
﹁
す
く
な
シ
﹂
と
読
む
字
で
、
﹁
少
・
鮮
﹂
も
同
じ
。
対
義
語
は
﹁
お
ほ
シ
﹂
で
、
﹁
多
・
衆
・
庶
﹂
な
ど
。
い
ず
れ
も
、
漢
文
の
学
習
上
の
重
要
語
で
あ
る
。
王

侯
の
自
称
・
謙
称
で
あ
る
﹁
寡く

わ

人じ
ん

﹂
が
、
﹁
人
徳
の

寡
す
く
な

い
私
﹂
の
意
で
あ
る
こ
と
で
覚
え
て
お
き
た
い
。
正
解
は
3

﹁
す
く
な
く
し
て
﹂
。

1

﹁
い
つ
は
り
て
﹂
は
﹁
偽
・
詐
・
佯
﹂
な
ど
。
2

﹁
つ
の
り
て
﹂
は
﹁
募
﹂
。
4

﹁
が
へ
ん
じ
て
﹂
は
﹁
肯
﹂
。
5

﹁
あ
づ
け
て
﹂
は
﹁
預
﹂
。

正
解

�

5

�

3

︵
各
E
点
︶

29

30
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問
�

返
り
点
の
付
け
方
と
書
き
下
し
文
の
組
合
せ
問
題

標
準

傍
線
部
Ａ

﹁
由

来

事

不

同
、
不

同

非

一

事
﹂
に
つ
い
て
、
⒜
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
。

二
〇
一
八
・
二
〇
一
九
年
度
は
、
書
き
下
し
文
と
解
釈
の
組
合
せ
問
題
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
、
返
り
点
の
付
け
方
と
書
き
下
し
文
の
組
合
せ
問
題
も
、
頻
出
の
形
式
で
あ
る
。

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
意
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
。

こ
の
﹁
由

来

事

不

同
、
不

同

非

一

事
﹂
で
は
、
句
法
上
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
否
定
の
基
本
形
の
﹁
不
﹂
と
﹁
非
﹂
、
い
ず
れ
も
返
読
文
字
で
、
﹁
不
﹂
は
活
用
語
の
未
然

形
か
ら
返
読
し
て
、
﹁
ず
﹂
。
﹁
非
﹂
は
体
言
あ
る
い
は
活
用
語
の
連
体
形
プ
ラ
ス
﹁
ニ
﹂
か
ら
返
読
し
て
、
﹁
あ
ら
ズ
﹂
で
あ
る
。

﹁
不
﹂
の
読
み
方
に
つ
い
て
は
、
ど
の
選
択
肢
も
間
違
っ
て
い
な
い
。

﹁
非
﹂
は
、
﹁
…
に�

非
ず
﹂
と
読
ん
で
い
る
の
は
、
2

と
3

の
み
。
1

・
5

の
よ
う
に
﹁
非ひ

と
す
る
﹂
と
読
む
こ
と
も
、
4

の
よ
う
に
﹁
非
を
﹂
と
名
詞
に
読
む
こ
と
も
、
で

き
な
く
は
な
い
が
、
﹁
…
に�

非
ず
﹂
と
し
て
い
る
選
択
肢
が
あ
り
な
が
ら
、
そ
う
で
な
い
の
が
正
解
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
前
半
に
も
、
後
半
に
も
、
﹁
不
同
﹂
を
、
﹁
同
じ
か
ら
ず
﹂
に
し
て
い
る
選
択
肢
と
、
﹁
同
じ
う
せ
ず
﹂
に
し
て
い
る
選
択
肢
の
配
分
が
あ
る
。
﹁
同
じ
か
ら
ず
﹂
で
あ
れ

ば
、
﹁
同
じ
で
な
い
。
異
な
っ
て
い
る
﹂
の
意
で
あ
る
が
、
﹁
同
じ
う
せ
ず
﹂
で
あ
れ
ば
、
﹁
共
通
し
な
い
。
一
致
し
な
い
。
共
有
し
な
い
。
関
与
し
な
い
。
合
わ
せ
な
い
﹂
な
ど

の
意
に
な
る
。
前
半
の
、
﹁
由
来
事
︵
＝
木
こ
り
と
隠
者
が
山
中
に
暮
ら
し
て
い
る
理
由
は
…
︶
﹂
と
の
つ
な
が
り
か
ら
考
え
る
と
、
前
半
部
1

・
2

、
後
半
部
2

・
5

の
﹁
同

じ
か
ら
ず
﹂
の
ほ
う
が
適
当
で
あ
る
。

こ
う
し
た
ポ
イ
ン
ト
が
見
え
な
い
場
合
は
、
書
き
下
し
文
の
よ
う
に
読
ん
だ
と
き
の
文
意
が
通
る
か
、
文
脈
に
あ
て
は
ま
る
か
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
文
意
が
通

る
の
も
、
文
脈
に
あ
て
は
ま
る
の
も
、
2

﹁
由
来
、
事
は
同
じ
か
ら
ず
、
同
じ
か
ら
ざ
る
は
一
事
に
非
ず
︵
＝
山
に
暮
ら
す
理
由
は
同
じ
で
は
な
い
。
同
じ
で
な
い
の
は
一
事

に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
︶
﹂
し
か
な
い
。

正
解

2

︵
H
点
︶

31

2020年度センター試験 古典

− 13−



問
�

詩
中
の
四
句
の
情
景
の
読
解
の
問
題

応
用

傍
線
部
Ｂ

﹁
卜
㆑

室

倚
㆓

北

阜
㆒、
啓
㆑

扉

面
㆓

南

江
㆒、
激
㆑

澗

代
㆑

<
㆑

井
、
挿
㆑

槿

当
㆑

列
㆑

墉
﹂
を
模
式
的
に
示
し
た
と
き
、
住
居
の
設
備
と
周
辺
の
景
物
の
配
置
と
し
て

最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

1

～

4

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

詩
句
に
描
か
れ
た
情
景
︵
住
居
の
設
備
と
周
辺
の
景
物
の
配
置
︶
を
図
で
答
え
る
と
い
う
、
非
常
に
珍
し
い
形
式
が
出
た
。
セ
ン
タ
ー
試
験
と
し
て
の
最
終
年
度
に
突
如
﹁
新

傾
向
﹂
と
い
う
の
も
ど
う
か
と
思
わ
れ
る
が
、
次
年
度
以
降
の
﹁
共
通
テ
ス
ト
﹂
に
向
け
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

見
な
れ
な
い
形
で
、
一
瞬
面
食
ら
う
が
、
要
は
、
傍
線
部
Ｂ

の
読
解
の
問
題
で
あ
る
。

﹁
室
を
卜ぼ

く

し
て
北
の
阜を

か

に
倚よ

り
﹂
は
、
﹁
家
を
北
方
の
岡
を
背
に
し
た
地
に
占
い
定
め
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
選
択
肢
1

～
4

は
い
ず
れ
も
間
違
い
は
な
い
。

図
で
は
、
上
方
が
北
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

﹁
扉ひ

を
啓ひ

ら

き
て
南
の
江か

は

に
面
す
﹂
は
、
﹁
門
扉
を
開
け
ば
南
に
流
れ
る
川
に
面
し
て
い
る
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
川
の
位
置
は
1

～
4

い
ず
れ
も
正
し
い
。
ポ
イ
ン
ト

は
﹁
扉
を
啓
き
て
﹂
で
あ
る
。
南
を
流
れ
る
川
に
﹁
扉
を
啓
﹂
い
て
い
る
の
は
、
2

と
3

で
あ
る
。
1

・
4

は
、
南
に
門
が
な
く
、
東
に
あ
る
。

﹁

澗
た
に
が
は

を

激
せ
き
と

め
て
井せ

い

に
�く

む
に
代
へ
﹂
は
、
﹁
谷
川
の
水
を
せ
き
と
め
て
︵
引
き
︶
井
戸
で
水
を
<
む
か
わ
り
と
し
﹂
で
あ
る
か
ら
、
庭
に
井
戸
が
あ
る
1

・
3

は
間
違
い
。

図
で
は
左
の
川
か
ら
水
を
引
い
て
い
る
2

・
4

が
正
し
い
。

﹁

槿
む
く
げ

を
挿う

ゑ
て
墉か

き

に

列
つ
ら
な

る
に
当あ

つ
﹂
は
、
﹁
む
く
げ
の
木
を
植
え
て
家
の
ま
わ
り
の
垣
根
と
す
る
﹂
の
意
。
木
を
植
え
た
垣
根
に
な
っ
て
い
る
の
は
1

・
2

。
3

・
4

は
土

塀
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
正
解
は
2

で
あ
る
。

正
解

2

︵
H
点
︶

32

問
�

詩
中
偶
数
句
末
の
空
欄
補
入
問
題

標
準

空
欄

Ｃ

に
入
る
文
字
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

1

～

5

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

詩
の
中
の
偶
数
句
末
の
空
欄
補
入
問
題
は
押お

う

韻い
ん

の
決
ま
り
の
問
題
で
あ
る
。

一
般
に
押
韻
は
、
絶ぜ

つ

句く

や
律り

つ

詩し

な
ど
の
近
体
詩
の
決
ま
り
と
し
て
学
ん
で
い
る
が
、
長
い
古
体
詩
で
も
、
偶
数
句
は
韻
を
ふ
む
。
判
断
と
し
て
は
、
日
本
語
の
音
よ
み
で
母
音
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の
ひ
び
き
が
大
体
同
じ
も
の
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
に
な
る
。
偶
数
句
末
の
字
の
音
よ
み
と
、
韻
の
種
類
を
見
て
お
く
。

同
︵
ド
ウ
・
平へ

い

声せ
い

東と
う

韻い
ん

︶
、
中
︵
チ
ュ
ウ
・
平
声
東
韻
︶
、
風
︵
フ
ウ
・
平
声
東
韻
︶
、
江
︵
コ
ウ
・
平
声
江こ

う

韻
︶
、
墉
︵
ヨ
ウ
・
平
声
冬と

う

韻
︶

Ｃ

、
峰
︵
ホ
ウ
・
平
声
冬
韻
︶
、

功
︵
コ
ウ
・
平
声
東
韻
︶
、
蹤
︵
シ
ョ
ウ
・
平
声
冬
韻
︶
、
同
︵
ド
ウ
・
平
声
東
韻
︶
。

次
に
選
択
肢
に
並
ん
で
い
る
字
の
音
よ
み
で
あ
る
。

1

窓
︵
ソ
ウ
・
平
声
江
韻
︶

○

2

空
︵
ク
ウ
・
平
声
東
韻
︶

×

3

虹
︵
コ
ウ
・
平
声
東
韻
︶

○

4

門
︵
モ
ン
・
平
声
元げ

ん

韻
︶

×

5

月
︵
ゲ
ツ
・
入に

つ

声せ
い

月げ
つ

韻
︶

×

﹁
中
︵
チ
ュ
ー
︶
﹂
﹁
風
︵
フ
ウ
︶
﹂
な
ど
の
音お

ん

も
ま
じ
っ
て
い
て
、
完
全
に
そ
ろ
っ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
が
、
主
な
ひ
び
き
が
﹁
オ
ウ
︵
o
u
︶
﹂
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る

で
あ
ろ
う
か
ら
、
可
能
性
が
あ
る
の
は
、
1

﹁
窓
︵
ソ
ウ
・
so
u
︶
﹂
か
、
3

﹁
虹
︵
コ
ウ
・
k
o
u
︶
﹂
で
あ
る
。

次
に
考
え
た
い
の
は
、
﹁
群
木
既
に
戸�

に

羅
つ
ら
な

り
﹂
と
﹁
衆
山
亦ま

た

Ｃ

に
対
す
﹂
が
﹁
対つ

い

句く

﹂
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

Ｃ

に
入
る
も
の
は
、
﹁
戸
﹂
と
対つ

い

に
な
る

語
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
答
は
﹁
窓
﹂
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
﹁
虹に

じ

﹂
が
出
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
判
断
の
し
よ
う
が
な
い
。

正
解

1

︵
H
点
︶

33

問
�

詩
句
の
表
現
に
関
す
る
説
明
問
題

応
用

傍
線
部
Ｄ

﹁
靡

迤

趨
㆓

下

田
㆒、
迢

逓

瞰
㆓

高

峰
㆒

﹂
の
表
現
に
関
す
る
説
明
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
、
次
の

1

～

5

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

ま
ず
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
﹁
適
当
で
な
い
も
の
﹂
を
選
ぶ
と
い
う
点
で
あ
る
。

傍
線
部
Ｄ

﹁
靡び

迤い

と
し
て
下
田
に

趨
お
も
む

き
、
迢て

う

逓て
い

と
し
て
高
峰
を
瞰み

る
﹂
そ
の
も
の
は
、
﹁
靡
迤
﹂
と
﹁
迢
逓
﹂
に
は
︵
注
�
・
�
︶
が
あ
る
か
ら
、
お
お
む
ね
、
﹁
う
ね
う
ね

と
連
な
り
続
く
道
を
た
ど
っ
て
下
の
畑
に
行
き
、
は
る
か
遠
く
の
高
い
峰
を
眺
め
る
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

前
半
の
表
現
の
説
明
に
な
っ
て
い
る
1

と
、
後
半
の
表
現
の
説
明
に
な
っ
て
い
る
3

は
、
﹁
靡び

迤い

﹂
と
﹁
迢て

う

逓て
い

﹂
が
い
ず
れ
も
﹁
音
の
響
き
の
近
い
語
の
連
続
﹂
で
あ
る
こ
と

も
許
容
範
囲
で
あ
る
し
、
1

の
﹁
山
の
ふ
も
と
の
田
園
風
景
が
ど
こ
ま
で
も
続
い
て
い
る
﹂
、
3

の
﹁
山
々
が
は
る
か
遠
く
の
す
が
す
が
し
い
存
在
で
あ
る
﹂
も
、
﹁
ど
こ
ま
で
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も
﹂
﹁
す
が
す
が
し
い
﹂
が
や
や
根
拠
に
欠
け
る
が
、
お
お
む
ね
正
し
い
と
言
え
よ
う
。

あ
と
の
2

・
4

・
5

は
﹁
対
句
﹂
に
つ
い
て
の
説
明
に
な
っ
て
い
る
。
対
句
に
な
っ
て
い
る
語
に
つ
い
て
の
説
明
は
い
ず
れ
も
誤
り
が
な
い
。

2

は
、
﹁
住
居
の
周
辺
が
俗
世
を
離
れ
た
清
ら
か
な
場
所
で
あ
る
﹂
が
、
前
書
き
や
、
第
五
句
の
﹁
氛ふ

ん

雑ざ
つ

︵
注
�
＝
俗
世
の
わ
ず
ら
わ
し
さ
︶
を

屏
し
り
ぞ

け
﹂
な
ど
か
ら
考
え
て
、

合
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

4

は
、
﹁
垂
直
方
向
﹂
が
﹁
高
峰
を
瞰
る
﹂
、
﹁
水
平
方
向
﹂
が
前
半
の
句
に
相
当
す
る
。

5

は
、
﹁
田
畑
を
耕
作
す
る
俗
世
の
い
と
な
み
が
、
作
者
に
と
っ
て
高
い
山
々
を
な
が
め
や
る
よ
う
に
遠
い
も
の
と
な
っ
た
﹂
が
間
違
い
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
作
者
自
身
が

﹁
下
田
﹂
で
﹁
耕
作
﹂
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
も
不
明
で
あ
る
。

正
解

5

︵
N
点
︶

34

問
�

詩
に
込
め
ら
れ
た
作
者
の
心
情
説
明
の
問
題

応
用

傍
線
部
Ｅ

﹁
賞

心

不
㆑

可
㆑

忘
、
妙

善

冀

能

同
﹂
と
あ
る
が
、
作
者
が
こ
の
詩
の
結
び
に
込
め
た
心
情
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
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
。

選
択
肢
を
見
る
と
、
こ
こ
は
、
傍
線
部
Ｅ

だ
け
で
な
く
、
そ
の
直
前
の
二
句
、
﹁
唯
だ

蔣
し
や
う

生せ
い

の
径み

ち

を
開
き
、
永
く
求き

う

羊や
う

の
蹤あ

と

を
懐お

も

ふ
︵
＝
た
だ

蔣
し
よ
う

詡く

の
よ
う
に
庭
に
小
径
を

作
り
、
い
つ
も
求
仲
や
羊
仲
の
よ
う
な
友
が
訪
ね
て
く
れ
る
こ
と
を
思
う
︶
﹂
か
ら
見
る
必
要
が
あ
る
。
﹁
蔣
生
﹂
に
は
︵
注

＝
漢
の
蔣
詡
の
こ
と
。
自
宅
の
庭
に
小
道
を
作
っ

11

て
友�

人�

た�

ち�

を�

招�

い�

た�

︶
が
﹁
求
羊
﹂
に
は
︵
注

＝
求
仲
と
求
羊
の
こ
と
。
二
人
は
蔣
詡
の
親�

友�

で�

あ�

っ�

た�

︶
が
あ
る
。
﹁
蹤
﹂
は
﹁
足
あ
と
﹂
の
こ
と
で
あ
る
が
、
つ
ま
り

12

は
、
そ
の
﹁
小
径
﹂
を
訪
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
傍
線
部
Ｅ

﹁
賞
心
忘
る
べ
か
ら
ず
﹂
は
、
﹁
賞
心
﹂
に
︵
注

＝
美
し
い
風
景
を
め
で
る
心
︶
と
あ
り
、
選
択
肢
で
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
に
共
通
し
て
い
る
、
﹁
美
し
い

13

風
景
も
︵
は
︶
～
な
が
め
﹂
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

﹁
妙
善

冀
こ
ひ
ね
が

は
く
は
能
く
同と

も

に
せ
ん
こ
と
を
﹂
も
、
や
は
り
、
﹁
親
し
い
仲
間
と
一
緒
に
﹂
、
︵
注

︶
﹁
こ
の
上
な
い
幸
福
﹂
を
味
わ
い
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

14

ポ
イ
ン
ト
は
、
選
択
肢
の
末
尾
で
、
﹁
蔣
生
﹂
が
庭
に
﹁
径
﹂
を
作
っ
た
の
は
、
求
仲
・
羊
仲
の
よ
う
な
親
友
に
来
て
ほ
し
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
か
ら
、
作
者
も
、
そ
の
よ
う

な
友
人
が
住
居
を
訪
ね
て
く
れ
る
こ
と
を
待
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
4

の
﹁
ど
う
か
我
が
家
に
お
い
で
く
だ
さ
い
﹂
が
正
し
い
。

1

﹁
遠
慮
な
く
何
で
も
言
っ
て
く
だ
さ
い
﹂
、
2

﹁
私
の
こ
と
は
そ
っ
と
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
﹂
、
3

﹁
我
が
家
の
こ
と
を
皆
に
伝
え
て
く
だ
さ
い
﹂
、
5

﹁
時
々
思
い
出
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し
て
く
だ
さ
い
﹂
は
、
い
ず
れ
も
最
も
言
い
た
い
こ
と
と
は
ズ
レ
る
。

正
解

4

︵
N
点
︶

35
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