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２
０
１
６
年
度 

⼤
阪
⼤
学 

前
期 

国
語 

   
 

評
論 

  

問
一 

(

ａ)
 

ば
っ
こ 

(

ｂ)
 

こ
と
ほ
い
だ 

(

ｃ)
 

き
せ
ん
と
ひ 

 

(

ｄ)
 

い
き
ど
お
り 

(

ｅ)
 

び
ょ
う
そ
う 

 (

ｆ)
 

わ
き
ま
え
る 

問
二 

調
子
を
合
わ
せ
て
い
る
（
９
字
） 

問
三 

現
実
に
あ
る
知
性
の
不
平
等
と
そ
れ
に
伴
う
富
や
権
力
の
不
平
等
を
不
正
だ
と

し
て
否
認
し
、
卓
越
者
を
非
難
す
る
思
考
回
路
は
、
民
主
制
の
前
提
と
な
る
、
万

人
が
自
由
か
つ
平
等
で
あ
る
と
い
う
近
代
原
理
の
裏
返
し
の
考
え
方
と
し
て
導

か
れ
た
と
い
う
意
味
。
（
100
字
） 

問
四 

大
衆
民
主
主
義
社
会
で
は
反
知
性
主
義
が
社
会
に
広
く
根
差
し
て
い
る
た
め
、
為

傾
向
と
対
策

出

典

所
要
時
間

難

易

度

本
文
で
は
難
し
い
言
葉
が
多
く
使
わ
れ
て
い
た
た
め
、
読
み
に
く

さ
を
感
じ
た
受
験
生
も
多
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
ロ
ジ
ッ
ク

そ
の
も
の
は
非
常
に
明
快
な
も
の
で
あ
っ
た
。
設
問
に
関
し
て
言
う

と
、
一
見
簡
単
そ
う
に
見
え
る
問
題
が
並
ん
だ
が
、
記
述
問
題
に
対
す

る
準
備
を
き
ち
ん
と
し
て
い
た
人
と
そ
う
で
な
い
人
の
出
来
が
は
っ

き
り
分
か
れ
る
よ
う
な
問
題
構
成
だ
っ
た
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。

ま
た
、
２
０
１
６
年
度
は
、
言
葉
の
知
識
を
必
要
と
す
る
問
題
が
多
か

っ
た
よ
う
に
思
う
。 

問
一
は
か
な
り
難
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
市
販
の
漢
字
テ
キ
ス

ト
を
流
し
読
み
し
た
程
度
で
は
太
刀
打
ち
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。 

 

白
井
聡
『
反
知
性
主
義
、
そ
の
世
界
的
文
脈
と
日
本
的
特
徴
』
か
ら

の
出
題
。
こ
の
文
章
が
収
録
さ
れ
て
い
る
『
日
本
の
反
知
性
主
義
』（
晶

文
社
）
は
、
反
知
性
主
義
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
文
章
が
複
数
収
録
さ

れ
て
お
り
、
２
０
１
６
年
度
は
東
京
大
学
で
も
同
書
か
ら
の
出
題
が

み
ら
れ
た
。
い
っ
て
み
れ
ば
「
反
知
性
主
義
ブ
ー
ム
」
の
年
だ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。 

30
分 

★
★
★
☆
☆ 

傾
向
と
対
策

問
二
で
は
、
言
葉
の
意
味
を
説
明
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
言
葉

の
意
味
を
な
ん
と
な
く
理
解
し
て
い
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、

そ
の
意
味
を
言
語
化
で
き
る
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
を
受
験
生

は
肝
に
銘
じ
て
ほ
し
い
。「
棹
差
す
」
の
言
葉
の
意
味
が
わ
か
っ
て
い

る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
た
と
え
意
味
を
知
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

文
脈
か
ら
判
断
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
問
三
で
は
、

「
比
喩
」
を
説
明
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
「
陰
画
」
と

い
う
言
葉
の
意
味
を
知
ら
な
か
っ
た
人
は
解
け
な
か
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
問
四
で
は
、「
微
妙
な
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
ど
の
よ
う
に
表

現
す
る
か
で
解
答
の
出
来
に
差
が
つ
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
言
葉
の
知
識
か
ら
記
述
力
ま
で
、
総
合
的
な
国
語
力
が
な

い
人
は
と
て
も
太
刀
打
ち
で
き
な
い
問
題
だ
っ
た
。
日
頃
か
ら
、
こ

れ
ら
の
力
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
身
に
つ
け
る
こ
と
を
意
識
し
て
勉
強
し

て
ほ
し
い
。 

解
答 

Ⅰ 
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政
者
は
大
衆
の
知
性
へ
の
憎
悪
を
権
力
資
源
と
し
て
利
用
し
、
自
ら
の
政
治
権
力

の
強
化
を
図
る
が
、
そ
の
一
方
で
大
衆
が
反
知
性
主
義
的
発
想
か
ら
、
現
実
に
あ

る
権
力
の
不
平
等
を
不
正
と
捉
え
、
為
政
者
に
対
し
て
不
満
を
爆
発
さ
せ
る
危
険

性
も
あ
り
、
為
政
者
は
自
ら
の
政
治
権
力
を
保
持
す
る
う
え
で
板
挟
み
の
状
態
に

あ
る
か
ら
。
（
160
字
） 

  

  

Ⅰ 

反
知
性
主
義
が
は
び
こ
る
現
代
社
会
の
構
造
的
状
況
（
第
１
～
４
段
落
） 

「
今
日
の
日
本
社
会
」
で
は
「
反
知
性
主
義
」
が
は
び
こ
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な

事
態
が
生
じ
て
い
る
「
現
代
社
会
の
構
造
的
状
況
」
と
し
て
、「
二
つ
の
文
脈
」
が
挙
げ

ら
れ
る
。
一
つ
は
、「
一
九
八
〇
年
代
あ
た
り
か
ら
世
界
的
に
顕
在
化
し
た
資
本
主
義
の

新
段
階
に
お
い
て
、
反
知
性
主
義
の
風
潮
は
民
主
制
の
基
本
的
」
様
式
と
「
な
ら
ざ
る
を

得
な
い
、
と
い
う
事
情
で
あ
る
」
。
も
う
一
つ
は
、「
制
度
的
学
問
が
そ
れ
に
」
合
わ
せ
て

い
る
と
こ
ろ
の
「
『
人
間
の
死
滅
』
と
い
う
状
況
が
挙
げ
ら
れ
る
」。「
近
代
性
の
発
展
は
、

世
界
の
中
心
を
神
か
ら
人
へ
と
移
す
」
と
い
う
原
理
の
確
立
を
伴
っ
て
い
て
、「
近
代
の

学
問
は
、『
人
間
性
の
完
成
』
と
い
う
理
念
」
を
掲
げ
て
き
た
。「
学
問
の
発
展
」
は
、「
人

間
性
の
最
高
度
の
発
展
」
の
実
現
を
究
極
目
標
と
し
た
「
人
間
の
知
性
の
限
り
な
い
発
展
」

に
貢
献
す
る
と
み
な
さ
れ
て
い
た
が
、
「
高
度
な
知
性
と
豊
か
な
内
面
性
を
持
っ
た
人
間

と
い
う
理
想
像
は
」
「
消
滅
し
」
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

Ⅱ 

「
反
知
性
主
義
」
の
定
義
（
第
５
段
落
） 

「
『
ア
メ
リ
カ
の
反
知
性
主
義
』
に
よ
れ
ば
、
反
知
性
主
義
と
は
「
知
的
な
生
き
方
お
よ

び
そ
れ
を
代
表
す
る
と
さ
れ
る
人
び
と
に
た
い
す
る
憤
り
と
疑
惑
」
で
あ
り
、「
そ
の
よ

う
な
生
き
方
の
価
値
を
極
小
化
し
よ
う
と
す
る
傾
向
」
と
定
義
さ
れ
る
。
「
こ
こ
で
ポ
イ

ン
ト
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
反
知
性
主
義
が
積
極
的
に
攻
撃
的
な
原
理
で
あ
る
と
い
う
こ

と
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
反
知
性
主
義
と
は
「
知
的
な
事
柄
に
対
し
て
無
関
心
で
あ
っ
た

り
、
知
性
が
不
在
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
」
な
の
で
は
な
く
、「
知
性
の
本
質
的
な
意
味

で
の
働
き
に
対
し
て
侮
蔑
的
で
攻
撃
的
な
態
度
を
取
る
こ
と
」
に
、
そ
の
核
心
が
見
出
さ

れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。 

 

Ⅲ 

反
知
性
主
義
と
権
力
と
の
関
係
性
（
第
６
～
10
段
落
） 

反
知
性
主
義
は
、
政
治
に
お
け
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
「
反
知
性
主
義
の
類
似
物
と

し
て
」「
愚
民
化
政
策
と
い
う
も
の
が
古
代
か
ら
あ
」
り
、「
為
政
者
が
、
大
衆
が
持
つ
知

性
へ
の
憎
悪
を
操
作
・
利
用
し
て
動
員
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
政
敵
を
武
装
解
除
す
る
と
い

う
よ
う
な
こ
と
は
、
歴
史
上
無
数
に
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
」
と
考
え
ら
れ
る
。 

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
大
衆
民
主
主
義
の
時
代
が
到
来
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

反
知
性
主
義
が
、
大
衆
の
持
続
的
な
性
質
と
な
る
可
能
性
が
現
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
か
つ
て
の
身
分
制
社
会
に
お
い
て
は
、
「
生
ま
れ
な
が
ら
」
の
格
差
と
し
て
正

当
化
さ
れ
て
い
た
「
知
性
の
不
平
等
」
と
、
そ
れ
に
関
連
す
る
「
実
際
的
な
富
や
権
力
の

不
平
等
」
は
、
大
衆
に
も
同
等
の
発
言
権
が
与
え
ら
れ
た
民
主
制
の
も
と
で
は
、
「
度
し

難
い
不
正
」
で
あ
る
と
さ
れ
、「
不
満
の
種
」
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
。 

そ
こ
に
現
れ
る
の
は
、
弱
者
か
ら
強
者
へ
の
恨
み
や
憎
し
み
が
渦
巻
く
世
界
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、「
『
○
○
が
私
よ
り
富
ん
で
い
る
の
は
、
○
○
が
不
正
を
働
い
て
い
る
か
ら
だ
』

と
い
う
思
考
回
路
が
強
力
な
も
の
と
な
る
」。
こ
の
よ
う
な
「
現
実
に
あ
る
差
異
を
否
認

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
卓
越
者
を
悪
党
に
仕
立
て
て
し
ま
う
」
と
い
う
思
考
回
路
に
焦
点

が
あ
て
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、「
自
由
で
平
等
な
人
間
」
と
い
う
近
代
原
理
の
裏
返
し
の

結
果
で
あ
る
と
い
え
る
。 

ま
た
、「
富
や
社
会
的
地
位
の
場
合
と
同
様
に
」
、
本
当
に
知
的
な
精
神
や
態
度
に
対
し

本
文
解
説 

段
落
解
説 
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て
も
、
「
単
な
る
気
取
り
や
見
か
け
倒
し
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
疑
惑
が

向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、「
○
○
が
私
よ
り
知
的
に
見
え
る
」
と
い
う
状

況
を
考
え
た
と
き
に
、
そ
れ
は
「
○
○
が
私
よ
り
知
的
に
優
れ
て
い
る
か
ら
だ
」
と
い
う

可
能
性
が
、
あ
ら
か
じ
め
排
除
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
客
観
的
な
事
実
か
ら
、「
『
○
○
』
の

知
的
優
位
を
『
私
』
が
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
と
き
、
そ
れ
で
も
な
お
『
平
等
』
を

維
持
す
る
た
め
に
」
、「
知
的
な
事
柄
全
般
が
本
当
は
役
に
立
た
な
い
余
計
な
も
の
に
す
ぎ

な
い
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
ま
さ
に
、
反
知
性
主
義
の
基

本
的
な
方
向
性
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
大
衆
が
政
治
参
加
す
る
民
主
主
義
社

会
で
は
、「
反
知
性
主
義
の
心
情
」
が
、
社
会
に
潜
在
的
な
が
ら
も
広
く
根
差
す
よ
う
に

な
り
、「
政
治
権
力
は
」「
こ
の
心
情
を
権
力
資
源
と
し
て
取
り
込
み
つ
つ
、
か
つ
そ
れ
が

圧
倒
的
な
覇
権
を
握
る
こ
と
を
防
ぐ
と
い
う
微
妙
な
舵
取
り
を
迫
ら
れ
る
」
の
で
あ
る
。 

 

 

 

大
衆
民
主
主
義
社
会
で
は
、
不
平
等
は
不
正
と
し
て
糾
弾
さ
れ
、
不
平
等
を
も
た
ら
す

知
性
は
余
計
な
も
の
だ
と
い
う
反
知
性
主
義
の
心
情
を
も
た
ら
す
。
そ
の
心
情
は
社
会
に

広
く
根
差
し
て
お
り
、
政
治
権
力
は
そ
れ
を
適
切
に
管
理
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。 

（
100
字
） 

 

 

―
出
典
：
『
広
辞
苑 

第
六
版
』
（
岩
波
書
店
） 

（
た
だ
し
、
※
の
つ
い
た
語
義
は
解
説
執
筆
者
に
よ
る
） 

跋
扈 

上
を
無
視
し
て
権
勢
を
自
由
に
す
る
こ
と
。
転
じ
て
一
般
に
、
勝
手
気
ま
ま
に
ふ

る
ま
う
こ
と
。
の
さ
ば
り
は
び
こ
る
こ
と
。 

フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム 

※

大
量
生
産
と
大
量
消
費
に
も
と
づ
き
高
成
長
を
可
能
に
す
る
経
済

体
制
。  

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム 

自
由
主
義 

モ
ー
ド 

方
法
。
様
式
。 

 
 
 
 

（
服
装
な
ど
の
）
流
行
。 

棹
差
す 

棹
を
水
底
に
つ
き
さ
し
て
、
舟
を
進
め
る
。
転
じ
て
、
時
流
に
乗
る
。
ま
た
、

時
流
に
さ
か
ら
う
意
に
誤
用
す
る
こ
と
が
あ
る
。 

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム 

①
一
般
に
人
間
的
（
ヒ
ュ
ー
マ
ン
）
な
こ
と
を
尊
重
す
る
思
想
。
中

世
末
期
に
お
い
て
人
間
の
解
放
は
ギ
リ
シ
ア
・
ラ
テ
ン
の
古
典
へ

遡
る
こ
と
に
よ
り
遂
行
さ
れ
た
の
で
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
人
文

主
義
、
古
典
研
究
と
し
て
始
ま
っ
た
。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

②
人
道
主
義
。 

形
骸 

か
ら
だ
。
肉
体
。
む
く
ろ
。
生
命
や
精
神
の
な
い
か
ら
だ
。
建
物
な
ど
の
さ
ら
さ

れ
た
骨
組
。 

 
 
 

中
身
が
失
わ
れ
て
外
形
だ
け
残
っ
て
い
る
も
の
。 

言
祝
ぐ 

こ
と
ば
で
祝
福
す
る
。 

貴
賤 

貴
い
こ
と
と
賤
し
い
こ
と
。
身
分
の
高
い
人
と
低
い
人
。 

都
鄙 

み
や
こ
と
い
な
か
。  

 

マ
ッ
カ
ー
シ
ズ
ム 

ア
メ
リ
カ
共
和
党
上
院
議
員
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
の
行
っ
た
反
共
活
動

を
い
う
。
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
は
、
１
９
５
０
年
２
月
、
国
務
省
内
の
「
赤

色
分
子
」
二
百
余
名
の
追
放
要
求
を
皮
切
り
に
、
「
赤
狩
り
」
に
よ

っ
て
冷
戦
体
制
に
批
判
的
な
人
々
を
多
数
指
弾
し
、
失
脚
さ
せ
た
が
、

５
４
年
１
２
月
上
院
の
問
責
決
議
に
よ
っ
て
失
脚
。 

病
巣 

病
に
侵
さ
れ
て
い
る
箇
所
。
病
原
の
あ
る
箇
所
。 

愚
民 
お
ろ
か
な
人
民
。
無
知
な
民
衆
。 

為
政 

政
治
を
す
る
こ
と
。
政
治
に
当
る
こ
と
。 

エ
ー
ト
ス 

人
間
の
持
続
的
な
性
格
の
面
を
意
味
す
る
語
。 

 
 

 
 
 

あ
る
民
族
や
社
会
集
団
に
ゆ
き
わ
た
っ
て
い
る
道
徳
的
な
慣
習
・
雰
囲
気
。

百
字
要
旨 

用
語
解
説 
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エ
ト
ス
。 

 
分
を
弁
え
る 

※

自
分
の
身
の
程
を
知
り
、
出
過
ぎ
た
ま
ね
を
し
な
い
。 

ル
サ
ン
チ
マ
ン 

ニ
ー
チ
ェ
の
用
語
。
弱
者
が
強
者
に
対
す
る
憎
悪
や
復
讐
心
を
蓄
積
さ

せ
て
い
る
こ
と
。
奴
隷
道
徳
の
源
泉
で
あ
る
と
さ
れ
る
。 

一
般
に
、
怨
恨
・
憎
悪
・
嫉
妬
な
ど
の
感
情
が
反
復
さ
れ
内
攻
し
て
心

に
積
っ
て
い
る
状
態
。 

前
景
化 

※

あ
る
部
分
に
焦
点
が
当
た
り
、
際
立
つ
こ
と
。 

陰
画 

実
物
と
明
暗
が
逆
に
な
っ
て
い
る
画
像
。
カ
ラ
ー
写
真
の
陰
画
で
は
、
更
に
色
彩

が
被
写
体
の
補
色
と
な
っ
て
い
る
。
一
般
の
写
真
の
場
合
、
こ
れ
を
印
画
紙
や
フ

ィ
ル
ム
に
焼
き
付
け
て
陽
画
を
得
る
。
ネ
ガ
。 

警
鐘 

危
険
の
予
告
、
警
戒
の
た
め
に
鳴
ら
す
鐘
。
は
や
が
ね
。
比
喩
的
に
、
警
告
の
意
。 

覇
権 

武
力
や
権
謀
を
も
っ
て
競
争
者
を
抑
え
て
得
た
権
力
。
覇
者
と
し
て
の
権
力
。
頭

領
の
権
力
。
転
じ
て
、
競
技
な
ど
で
優
勝
者
と
し
て
の
資
格
。 

 

  

問
一 

解
答 

(

ａ)
 

ば
っ
こ 

(

ｂ)
 

こ
と
ほ
い
だ 

(

ｃ)
 

き
せ
ん
と
ひ 

(

ｄ)
 

い
き
ど
お
り 

(

ｅ)
 

び
ょ
う
そ
う 

 (

ｆ)
 

わ
き
ま
え
る 

難
易
度 

★
★
★
★
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

知
識
・
教
養 

 

前
半
の
三
つ
、
特
に(

ｂ)

と(

ｃ)

は
難
し
い
。(

ａ)

は
「
ば
っ
こ
す
る
」
と
い
う
言
葉

を
知
っ
て
い
れ
ば
、
そ
の
漢
字
表
記
を
知
ら
な
く
て
も
文
脈
か
ら
解
答
で
き
た
だ
ろ
う
。

し
か
し
（
ｂ
）
の
「
こ
と
ほ
ぐ
」
、(

ｃ)

の
「
き
せ
ん
と
ひ
」
に
つ
い
て
は
言
葉
自
体
を

知
ら
ず
、
読
み
方
を
教
え
ら
れ
て
も
ピ
ン
と
こ
な
い
人
も
多
い
だ
ろ
う
。
大
抵
は
漢
字
の

構
成
（
へ
ん
や
つ
く
り
）
か
ら
音
を
推
測
で
き
る
が
、「
祝
」「
鄙
」
の
二
字
に
は
そ
れ
も

通
用
し
な
い
。
い
ず
れ
の
漢
字
に
も
共
通
す
る
こ
と
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
書
き
言
葉

で
あ
り
、
あ
ま
り
話
し
言
葉
に
は
登
場
し
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で

に
読
ん
で
き
た
文
章
の
量
が
得
点
に
直
結
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
で
き
る
だ
け
多
様
な
ジ

ャ
ン
ル
の
文
章
を
読
ん
で
、
語
彙
を
豊
か
に
し
て
お
き
た
い
も
の
だ
。 

 

問
二 

解
答 

調
子
を
合
わ
せ
て
い
る
（
９
字
） 

難
易
度 

★
★
★
☆
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

知
識
・
教
養 

解
答
範
囲 

Ⅰ
（
第
１
～
第
４
段
落
、
特
に
第
３
段
落
） 

 
 

こ
の
言
葉
の
辞
書
的
な
意
味
を
知
っ
て
い
る
人
は
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
解
答
と
し
た
か

も
し
れ
な
い
。
こ
の
場
合
は
、「
時
流
に
乗
る
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の

設
問
で
は
「
他
の
平
易
な
表
現
に
言
い
換
え
な
さ
い
」
と
問
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
前

後
の
文
脈
を
踏
ま
え
た
上
で
、
自
分
の
解
答
が
傍
線
部
の
「
言
い
換
え
」
に
な
っ
て
い
る

か
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

結
論
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
設
問
で
は
辞
書
的
な
意
味
を
そ
の
ま
ま
解
答
と
し
て
も
問
題

は
な
い
が
、
文
脈
に
合
わ
せ
て
よ
り
良
い
解
答
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
辞

書
的
な
意
味
を
知
ら
な
か
っ
た
受
験
生
も
、
前
後
の
文
脈
か
ら
適
切
な
解
答
を
導
く
こ
と

が
で
き
る
。
傍
線
部
の
前
後
を
よ
く
読
み
な
が
ら
、
順
番
に
考
え
て
い
こ
う
。 

本
文
を
見
て
い
く
と
、
傍
線
部
を
含
む
一
文
、「
い
ま
ひ
と
つ
に
は
、
制
度
的
学
問
が

そ
れ
に
棹
差
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
『
人
間
の
死
滅
』
と
い
う
状
況
が
挙
げ
ら
れ
る
。」
の

内
容
を
、
第
３
段
落
の
そ
の
後
の
部
分
で
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
と
わ
か
る
。
し
た
が
っ

設
問
解
説 

解
説 

解
説 
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て
、
そ
の
内
容
を
踏
ま
え
て
、「
制
度
的
学
問
が
そ
れ
に
棹
差
し
て
い
る
」
を
換
言
す
る

こ
と
を
考
え
る
。 

ま
ず
、「
制
度
的
学
問
が
そ
れ
に
棹
差
し
て
い
る
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
そ
れ
」
は
「
人

間
の
死
滅
」
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
ま
で
「
学
問
の
発
展
」
は
、
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
の
原
理
を
伴
っ
た
「
近
代
性
の
発
展
」
と
い
う
文
脈
の
中
で
、
「
知
性
の
限
り
な

い
発
展
」
に
貢
献
し
、
ひ
い
て
は
、「
人
間
性
の
最
高
度
の
発
展
を
実
現
す
る
」
こ
と
に

貢
献
す
る
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。「
近
代
の
学
問
」
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
理
念
が
「
相

当
に
形
骸
化
」
し
て
い
た
と
し
て
も
掲
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
代
の

「
諸
学
問
」
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
「
高
度
な
知
性
と
豊
か
な
内
面
性
を
持
っ
た
人

間
と
い
う
理
想
像
」
が
「
い
ま
や
建
前
と
し
て
も
消
滅
し
」
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が

「
人
間
の
死
滅
」
と
い
う
言
葉
が
指
す
状
況
で
あ
る
。 

つ
ま
り
、「
『
人
間
性
の
完
成
』
と
い
う
理
念
」
は
、
近
代
か
ら
現
代
に
か
け
て
、
形
骸

化
し
て
つ
い
に
は
消
滅
し
て
し
ま
い
、
そ
の
理
念
を
掲
げ
て
い
た
学
問
も
ま
た
、
形
骸
化
、

そ
し
て
消
滅
と
い
う
「
流
れ
」
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
発
展
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
を
踏
ま
え
る
と
、「
制
度
的
学
問
が
そ
れ
（
＝
「
人
間
の
死
滅
」）
に
」
「
棹
差
し
て
い

る
」
と
い
う
の
は
、「
調
子
を
合
わ
せ
て
い
る
」
と
い
っ
た
意
味
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の

で
な
い
だ
ろ
う
か
。 

形
骸
化
か
ら
消
滅
と
い
う
「
流
れ
」
を
考
え
る
と
、
確
か
に
「
時
流
に
乗
っ
て
い
る
」

と
い
う
意
味
で
捉
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
あ
く
ま
で
「
人
間
の
死
滅
」

と
い
う
現
在
の
状
況
に
「
棹
差
し
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
調
子
を

合
わ
せ
て
い
る
」
の
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
現
在
の
状
況
に
合
わ
せ
て
い
る
の
だ
と
い
う

こ
と
が
わ
か
る
解
答
の
方
が
適
切
だ
ろ
う
。 

 

問
三 

解
答 

現
実
に
あ
る
知
性
の
不
平
等
と
そ
れ
に
伴
う
富
や
権
力
の
不
平
等
を
不
正
だ
と

し
て
否
認
し
、
卓
越
者
を
非
難
す
る
思
考
回
路
は
、
民
主
制
の
前
提
と
な
る
、
万

人
が
自
由
か
つ
平
等
で
あ
る
と
い
う
近
代
原
理
の
裏
返
し
の
考
え
方
と
し
て
導

か
れ
た
と
い
う
意
味
。
（
100
字
） 

難
易
度 

★
★
★
☆
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

要
約
型
＋
知
識
・
教
養 

解
答
範
囲 

Ⅲ
（
第
６
～
第
10
段
落
、
特
に
第
７
・
第
８
段
落
） 

 

傍
線
部
は
、「
か
か
る
思
考
回
路
の
前
景
化
こ
そ
、「
自
由
で
平
等
な
人
間
」
と
い
う
近

代
原
理
の
陰
画
で
あ
り
、
か
つ
て
ニ
ー
チ
ェ
や
オ
ル
テ
ガ
は
大
衆
社
会
の
悪
夢
と
し
て
警

鐘
を
鳴
ら
し
た
事
態
で
あ
っ
た
」
と
い
う
一
文
に
含
ま
れ
て
い
る
。
冒
頭
の
「
か
か
る
」

は
、「
現
実
に
あ
る
差
異
を
否
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
卓
越
者
を
悪
党
に
仕
立
て
て
し

ま
う
」
の
部
分
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
第
８
段
落
２
文
目
「
『
○
○
が
私
よ
り
富
ん

で
い
る
の
は
、
○
○
が
不
正
を
働
い
て
い
る
か
ら
だ
』
と
い
う
思
考
回
路
」
、
第
８
段
落

４
文
目
「
『
○
○
は
私
よ
り
優
れ
て
い
る
か
ら
』
と
い
う
可
能
性
が
あ
ら
か
じ
め
排
除
さ

れ
て
い
る
」
を
抽
象
的
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。 

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
解
答
を
考
え
て
い
こ
う
。
そ
も
そ
も
、「
陰
画
」
と
い
う

の
は
、
「
実
物
と
明
暗
が
逆
に
な
っ
て
い
る
画
像
」
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
問
題
で
は
、「
か
か
る
思
考
回
路
の
前
景
化
」
、
つ
ま
り
、「
現
実
に
あ
る
差
異
を
否
認

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
卓
越
者
を
悪
党
に
仕
立
て
て
し
ま
う
」
と
い
う
思
考
回
路
に
焦
点

が
当
た
る
こ
と
は
、「
『
自
由
で
平
等
な
人
間
』
と
い
う
近
代
原
理
」
の
「
明
暗
が
逆
に
な

っ
た
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
内
容
を
詳
し
く
説
明
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
解
答

の
骨
格
に
な
る
。 

そ
も
そ
も
、「
自
由
で
平
等
な
人
間
」
と
い
う
の
は
、
大
衆
民
主
主
義
社
会
の
前
提
と

な
っ
て
い
る
考
え
方
で
あ
る
。
「
前
近
代
の
身
分
制
社
会
」
に
お
い
て
は
、
知
性
や
そ
れ

に
関
連
し
た
富
と
権
力
の
格
差
は
、「
『
生
ま
れ
な
が
ら
』
の
も
の
と
し
て
正
当
化
さ
れ
」

解
説 
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て
い
た
。
つ
ま
り
、
人
々
は
「
身
分
」
に
よ
っ
て
縛
ら
れ
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
不
平
等

を
前
に
し
て
も
、
基
本
的
に
は
「
分
を
弁
え
る
」
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

し
、
近
代
の
民
主
制
は
、「
万
人
が
同
等
の
権
利
を
持
つ
、
し
た
が
っ
て
同
等
の
発
言
権

を
持
つ
と
い
う
前
提
に
立
つ
」
も
の
で
あ
り
、
人
々
は
か
つ
て
の
よ
う
に
「
身
分
」
に
縛

ら
れ
る
こ
と
な
く
、
自
由
に
発
言
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、
こ
の
「
前
提
」
は
必
ず
し
も
現
実
に
釣
り
合
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
「
知

性
の
不
平
等
」
は
存
在
し
続
け
、
そ
れ
に
関
連
す
る
「
よ
り
実
際
的
な
富
や
権
力
の
不
平

等
」
に
、
依
然
と
し
て
人
々
は
直
面
し
て
い
る
。
こ
の
「
前
提
」
と
「
現
実
」
の
ギ
ャ
ッ

プ
を
前
に
し
て
、
不
利
な
立
場
に
置
か
れ
た
人
々
は
、
不
平
等
を
「
度
し
難
い
不
正
」
と

し
て
認
識
し
、「
不
満
」
を
抱
く
こ
と
に
な
る
。 

そ
の
結
果
、「
『
○
○
が
私
よ
り
富
ん
で
い
る
の
は
、
○
○
が
不
正
を
働
い
て
い
る
か
ら

だ
』
と
い
う
思
考
回
路
」
が
生
ま
れ
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
が
正
し

い
場
合
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
第
８
段
落
４
文
目
に
あ
る
よ
う

な
、
相
手
が
自
分
よ
り
優
れ
て
い
る
可
能
性
を
排
除
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

「
か
か
る
思
考
回
路
」
、
つ
ま
り
「
現
実
に
あ
る
差
異
を
否
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
卓
越

者
を
悪
党
に
仕
立
て
て
し
ま
う
」
考
え
方
が
、「
自
由
で
平
等
な
人
間
」
と
い
う
近
代
原

理
の
裏
返
し
の
考
え
方
と
し
て
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
思
考
回
路
」
と
「
近

代
原
理
」
の
関
係
性
を
、
筆
者
は
「
陰
画
」
と
い
う
比
喩
で
表
現
し
た
の
で
あ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
解
答
は
、「
現
実
に
あ
る
知
性
の
不
平
等
と
そ
れ
に
伴
う
富
や
権
力
の

不
平
等
を
不
正
だ
と
し
て
否
認
し
、
卓
越
者
を
非
難
す
る
思
考
回
路
は
、
民
主
制
の
前
提

と
な
る
、
万
人
が
自
由
か
つ
平
等
で
あ
る
と
い
う
近
代
原
理
の
裏
返
し
の
考
え
方
と
し
て

導
か
れ
た
と
い
う
意
味
。
」
と
な
る
。 

 

《
解
答
要
素
》 

① 

「
現
実
に
あ
る
知
性
の
不
平
等
と
そ
れ
に
伴
う
富
や
権
力
の
不
平
等
を
不
正
だ
と
し

て
否
認
す
る
」 

② 

「（
①
に
よ
っ
て
）
卓
越
者
を
非
難
す
る
思
考
回
路
」 

③ 

「
す
べ
て
の
人
間
は
自
由
で
、
か
つ
平
等
で
あ
る
と
い
う
近
代
原
理
」 

④ 

「
③
は
民
主
制
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
」 

⑤ 

「
①
②
の
思
考
回
路
は
、
③
の
裏
返
し
の
考
え
方
と
し
て
導
か
れ
た
」 

※
解
答
は
「
～
（
⑤
だ
）
と
い
う
意
味
。
」
と
い
う
形
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

《
参
照
箇
所
》 

① 

第
７
段
落
４
文
目
、
第
８
段
落
５
文
目 

② 

第
８
段
落
５
文
目 

③ 

第
７
段
落
４
文
目
、
第
８
段
落
６
文
目 

④ 

第
７
段
落
４
文
目 

⑤ 

第
８
段
落
６
文
目 

 

問
四 

解
答 

大
衆
民
主
主
義
社
会
で
は
反
知
性
主
義
が
社
会
に
広
く
根
差
し
て
い
る
た
め
、
為

政
者
は
大
衆
の
知
性
へ
の
憎
悪
を
権
力
資
源
と
し
て
利
用
し
、
自
ら
の
政
治
権
力

の
強
化
を
図
る
が
、
そ
の
一
方
で
大
衆
が
反
知
性
主
義
的
発
想
か
ら
、
現
実
に
あ

る
権
力
の
不
平
等
を
不
正
と
捉
え
、
為
政
者
に
対
し
て
不
満
を
爆
発
さ
せ
る
危
険

性
も
あ
り
、
為
政
者
は
自
ら
の
政
治
権
力
を
保
持
す
る
う
え
で
板
挟
み
の
状
態
に

あ
る
か
ら
。
（
160
字
） 

難
易
度 

★
★
☆
☆
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

要
旨
把
握
型 

解
答
範
囲 
Ⅲ
（
第
６
～
第
10
段
落
）  

 

傍
線
部
は
「
そ
う
で
あ
る
以
上
、
政
治
権
力
は
、
愚
民
化
政
策
を
行
う
権
力
と
同
様
に

解
説 
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こ
の
心
情
を
権
力
資
源
と
し
て
取
り
込
み
つ
つ
、
か
つ
そ
れ
が
圧
倒
的
な
覇
権
を
握
る
こ

と
を
防
ぐ
と
い
う
微
妙
な
舵
取
り
を
迫
ら
れ
る
」
と
い
う
一
文
に
含
ま
れ
て
い
る
。
「
そ

う
で
あ
る
」
は
、
「
大
衆
民
主
主
義
社
会
で
は
、
反
知
性
主
義
の
心
情
が
社
会
の
潜
在
的

な
主
調
低
音
と
な
る
」
を
受
け
て
い
て
、「
こ
の
」
、「
そ
れ
」
は
と
も
に
「
反
知
性
主
義
」

を
指
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
設
問
で
は
、
「
政
治
権
力
」
が
「
愚
民
化
政
策
を
行

な
う
権
力
と
同
様
に
」「
反
知
性
主
義
」
を
「
権
力
資
源
と
し
て
取
り
込
み
つ
つ
、
か
つ
」

「
反
知
性
主
義
」
が
「
圧
倒
的
な
覇
権
を
握
る
こ
と
を
防
ぐ
と
い
う
微
妙
な
舵
取
り
を
」

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。 

本
文
で
は
、「
政
治
権
力
」
を
持
っ
て
い
る
「
為
政
者
」
の
こ
と
も
「
政
治
権
力
」
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
傍
線
部
を
含
ん
だ
一
文
の
主
語
で
あ
る
「
政
治

権
力
」
も
、「
為
政
者
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
る
と
解
答
が
組
み
立
て
や
す
く

な
る
。 

そ
し
て
、「
政
治
権
力
」
、
す
な
わ
ち
「
為
政
者
」
が
「
舵
取
り
」
を
求
め
ら
れ
る
根
本

的
な
理
由
は
、「
政
治
権
力
の
維
持
の
た
め
」
で
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。
そ

の
う
え
で
、「
大
衆
民
主
主
義
社
会
で
は
、
反
知
性
主
義
の
心
情
が
社
会
の
潜
在
的
な
主

調
低
音
と
な
」
っ
て
い
る
た
め
、
人
民
か
ら
の
支
持
を
得
る
た
め
に
「
反
知
性
主
義
」
を

取
り
込
ん
だ
行
動
を
す
る
必
要
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
大
衆
の
反
知
性
主
義
を
ど
う
利

用
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
第
６
段
落
に
記
述
が
あ
る
。
「
大
衆
の
持
つ
知
性
へ
の
憎
悪
」

を
利
用
す
る
こ
と
で
、
「
政
敵
を
武
装
解
除
」
す
る
の
だ
と
い
う
。
比
喩
的
な
表
現
で
は

あ
る
が
、
要
す
る
に
、
反
知
性
主
義
を
利
用
し
て
対
抗
勢
力
（
＝
「
政
敵
」）
を
蹴
落
と

す
こ
と
で
、
相
対
的
に
自
ら
の
権
力
を
強
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
は
危
険
と
隣
り
合
わ
せ
の
行
動
で
も
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
反
知
性

主
義
の
「
○
○
が
私
よ
り
富
ん
で
い
る
の
は
、
○
○
が
不
正
を
働
い
て
い
る
か
ら
だ
」
と

い
う
思
考
に
、
大
衆
が
至
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
か
ら
だ
。
為
政
者
が
持
つ
「
不
平

等
」
、
す
な
わ
ち
権
力
の
「
不
平
等
」
に
対
し
て
大
衆
が
「
不
満
」
を
爆
発
さ
せ
て
し
ま

う
と
い
う
危
険
性
を
為
政
者
は
管
理
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。
つ
ま
り
、
為
政
者
は
、

自
分
が
政
治
を
続
け
る
た
め
に
政
治
権
力
を
維
持
す
る
必
要
が
あ
り
、
社
会
の
「
主
調
低

音
（
＝
広
く
根
差
し
た
考
え
）」
と
し
て
の
「
反
知
性
主
義
」
を
受
け
入
れ
、
利
用
す
る

こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
一
方
で
「
反
知
性
主
義
」
が
大
衆
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
、
そ
の

発
想
が
支
配
的
に
な
る
と
、
大
衆
は
、
「
反
知
性
主
義
」
の
考
え
方
に
も
と
づ
い
て
権
力

の
「
不
平
等
」
を
「
不
正
」
だ
と
考
え
、「
為
政
者
」
に
対
し
て
強
く
反
発
す
る
危
険
性

も
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
為
政
者
は
自
分
の
権
力
の
た
め
に
取
り
入
れ
た
考

え
方
が
、
か
え
っ
て
自
分
の
首
を
絞
め
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ

に
陥
る
こ
と
に
な
る
。 

し
た
が
っ
て
、
解
答
は
、「
大
衆
民
主
主
義
社
会
で
は
反
知
性
主
義
が
社
会
に
広
く
根

差
し
て
い
る
た
め
、
為
政
者
は
大
衆
の
知
性
へ
の
憎
悪
を
権
力
資
源
と
し
て
利
用
し
、
自

ら
の
政
治
権
力
の
強
化
を
図
る
が
、
そ
の
一
方
で
大
衆
が
反
知
性
主
義
的
発
想
か
ら
、
現

実
に
あ
る
権
力
の
不
平
等
を
不
正
と
捉
え
、
為
政
者
に
対
し
て
不
満
を
爆
発
さ
せ
る
危
険

性
も
あ
り
、
為
政
者
は
自
ら
の
政
治
権
力
を
保
持
す
る
う
え
で
板
挟
み
の
状
態
に
あ
る
か

ら
。
」
と
な
る
。 

 《
解
答
要
素
》 

① 

「
大
衆
民
主
主
義
社
会
で
は
反
知
性
主
義
が
社
会
に
広
く
根
差
し
て
い
る
」 

② 

「
（
①
な
の
で
）
為
政
者
は
反
知
性
主
義
の
心
情
（
＝
知
性
へ
の
憎
悪
）
を
利
用
す

る
」 

③ 
「（
②
に
よ
っ
て
）
為
政
者
は
自
ら
の
政
治
権
力
を
強
化
す
る
」 

④ 

「
大
衆
が
反
知
性
主
義
的
発
想
か
ら
権
力
の
不
平
等
を
不
正
と
捉
え
る
」 

⑤ 

「（
④
の
考
え
方
か
ら
）
大
衆
が
為
政
者
に
不
満
を
爆
発
さ
せ
る
危
険
性
も
あ
る
」 

⑥ 

「
為
政
者
は
、
②
・
③
で
あ
る
一
方
で
、
④
・
⑤
の
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
」 

⑦ 

「
（
⑥
の
状
況
で
）
為
政
者
は
自
ら
の
政
治
権
力
を
保
持
す
る
う
え
で
板
挟
み
の
状
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態
に
あ
る
」 

※
解
答
は
「
～
（
⑦
だ
）
か
ら
。
」
と
い
う
形
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

《
参
照
箇
所
》 

① 

第
10
段
落
１
文
目 

② 

第
６
段
落
４
文
目
、
第
10
段
落
２
文
目 

③ 

第
６
段
落
４
文
目
、
第
10
段
落
２
文
目 

④ 

第
７
段
落
４
文
目 

⑤ 

第
７
段
落
４
文
目 

⑥ 

第
10
段
落
２
文
目 

 

（
小
島
朋
朗
、
丸
岡
賢
人
、
正
木
僚
）  
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２
０
１
６
年
度 

⼤
阪
⼤
学 

前
期 

国
語 

   
 

評
論 

  

問
一 

 
(

１)
 

報 
(

２)
 

稽
古 

(

３)
 

技
芸 

(

４)
 

進
捗 

(

５)
 

鑑
定
眼 

問
二 

人
々
は
、
未
知
の
も
の
を
前
に
し
た
と
き
に
不
安
を
抱
く
た
め
、
金
を
払
っ
て
消

費
者
の
立
場
に
立
つ
こ
と
で
、
そ
の
価
値
や
有
用
性
に
つ
い
て
熟
知
し
て
い
る
ふ

り
を
す
る
権
利
を
得
て
安
心
し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
態
度
は
自
分
に
言
い
聞
か

せ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
意
味
の
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
。
（
120
字
） 

問
三 
師
に
習
う
う
え
で
、
修
行
の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
自
分
の
無
智
と
無
能
を

自
覚
し
、
そ
の
無
智
と
無
能
の
様
態
や
態
度
を
判
断
す
る
基
準
を
持
ち
合
わ
せ
て

い
な
い
と
認
め
る
こ
と
が
、
弟
子
と
し
て
修
行
を
す
る
際
に
必
須
で
あ
る
最
初
の

傾
向
と
対
策

出

典

所
要
時
間

難

易

度

大
問
Ⅰ
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
、
高
い
語
彙
レ
ベ
ル
が
要
求
さ
れ

る
よ
う
な
文
章
で
は
な
く
、
論
理
展
開
も
明
快
だ
っ
た
た
め
、
本
文
の

レ
ベ
ル
は
比
較
的
易
し
い
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
逆
に
言

う
と
、
そ
の
分
だ
け
記
述
力
の
有
無
で
得
点
に
大
き
な
差
が
つ
い
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
特
に
、
こ
の
大
問
Ⅱ
で
は
記
述
式
の
設
問
す
べ
て

で
「
な
ぜ
か
」
を
問
わ
れ
て
お
り
、「
ど
う
い
う
こ
と
か
」
を
問
わ
れ

て
い
る
設
問
と
混
同
し
て
見
当
違
い
の
答
え
を
書
い
た
受
験
生
も
大

勢
い
た
と
思
わ
れ
る
。 

問
二
は
「
気
の
毒
」
と
筆
者
が
い
う
理
由
を
答
え
る
問
題
だ
っ
た
。

「
す
べ
て
を
把
握
で
き
な
い
こ
と
の
不
安
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
」
こ
と

が
、
筆
者
の
「
気
の
毒
」
と
い
う
気
持
ち
の
理
由
と
な
っ
て
い
る
こ
と

を
的
確
に
答
え
ら
れ
た
受
験
生
は
意
外
と
少
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
だ
議
論
が
求
め
ら
れ
る
。 

問
三
で
は
、

  

内
田
樹
『
街
場
の
戦
争
論
』
か
ら
の
出
題
。
内
田
樹
は
大
学
入
試
頻

出
の
著
者
で
あ
り
、
こ
の
問
題
が
出
題
さ
れ
た
２
０
１
６
年
に
は
東

京
大
学
で
も
出
題
さ
れ
て
い
る
。 

 

30
分 

★
★
★
☆
☆ 

傾
向
と
対
策

「
原
理
的
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
の
理
由
を
答
え
る
必
要
が
あ
っ

た
。「
原
理
的
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
」
の
内
容
を
説
明
し
た
だ
け
で
「
な

ぜ
か
」
を
説
明
し
た
気
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
受
験
生
が
多
か
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
問
四
は
傍
線
部
の
中
に
さ
ら
に
「
ど
う
し
て
～
か
」

と
い
う
理
由
を
説
明
す
る
表
現
が
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
注
意
深
く

設
問
を
読
ま
な
け
れ
ば
、
こ
の
部
分
の
説
明
を
し
て
し
ま
う
と
い
う

大
き
な
ミ
ス
を
犯
す
危
険
性
が
あ
る
。 

受
験
生
の
中
に
は
、「
ど
う
い
う
こ
と
か
」
は
説
明
で
き
て
も
、
さ

ら
に
つ
っ
こ
ん
だ
「
な
ぜ
か
」
を
説
明
で
き
な
い
、
あ
る
い
は
、
説
明

し
た
気
に
な
っ
て
し
ま
う
人
が
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ

う
な
人
に
と
っ
て
、
こ
の
問
題
は
「
な
ぜ
か
」
を
答
え
る
い
い
練
習

に
な
る
だ
ろ
う
。
受
験
本
番
で
ミ
ス
を
犯
さ
な
い
た
め
に
も
、
こ
の

よ
う
な
基
本
的
な
こ
と
を
お
ろ
そ
か
に
せ
ず
に
勉
強
を
進
め
て
い
っ

て
ほ
し
い
。 

解
答 

Ⅱ 
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心
構
え
だ
か
ら
。
（
100
字
） 

問
四 

自
分
に
は
才
能
が
な
い
と
い
う
弟
子
の
発
言
を
聞
い
て
抱
い
た
違
和
感
は
、
素
人

で
あ
る
弟
子
が
、
身
の
程
知
ら
ず
に
も
才
能
を
客
観
的
に
判
断
で
き
る
と
い
う
、

消
費
者
の
立
場
に
無
意
識
の
う
ち
に
立
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
の
も
の
だ
と

気
づ
い
た
か
ら
。
（
99
字
） 

  

  

Ⅰ 

金
銭
と
引
き
換
え
に
教
育
を
受
け
よ
う
と
す
る
若
者
（
第
１
～
第
３
段
落
） 

「
若
い
人
た
ち
」
は
「
無
収
入
の
修
行
期
間
が
あ
る
と
言
わ
れ
る
と
」
「
尻
込
み
す
る
」

が
、「
お
金
を
払
っ
て
教
え
て
も
ら
う
こ
と
に
は
抵
抗
が
な
い
」
の
は
、「
彼
ら
が
『
消
費

者
マ
イ
ン
ド
』
を
深
く
内
面
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
」
だ
と
い
う
。「
修
行
」
は
「
『
い

っ
た
い
こ
の
努
力
が
ど
う
い
う
か
た
ち
で
、
い
つ
報
わ
れ
る
の
か
予
測
で
き
な
い
』
と
い

う
プ
ロ
セ
ス
」
だ
が
、
「
学
費
を
払
っ
て
『
教
育
商
品
』
を
購
入
し
て
い
る
と
い
う
か
た

ち
」
を
と
っ
て
、
「
消
費
者
と
い
う
ス
タ
ン
ス
」
に
立
つ
こ
と
で
、「
『
こ
の
努
力
が
ど
う

い
う
か
た
ち
で
、
い
つ
報
わ
れ
る
の
か
を
私
は
知
っ
て
い
る
』
と
い
う
立
場
」
を
と
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。 

 

Ⅱ 

全
知
全
能
の
「
消
費
者
」
が
抱
え
る
不
安
（
第
４
・
第
５
段
落
） 

「
消
費
者
」
は
「
全
知
全
能
」
の
存
在
で
あ
る
と
筆
者
は
い
う
。
消
費
者
は
「
制
度
的

に
は
『
神
さ
ま
』
」
で
あ
る
か
ら
、「
自
分
が
こ
れ
か
ら
買
う
商
品
に
つ
い
て
す
べ
て
を
知

っ
て
い
る
ふ
り
を
す
る
権
利
を
有
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
演
技
を
す
る
こ
と
を
義

務
付
け
ら
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
人
々
は
『
よ
く
わ
か
ら
な
い
も
の
』

を
前
に
す
る
と
む
し
ろ
お
金
を
払
う
こ
と
で
そ
れ
を
熟
知
し
て
い
る
ふ
り
を
す
る
権
利

を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
」。「
熟
知
し
て
い
る
ふ
り
」
に
よ
っ
て
、「
『
私
は
こ
の
状
況
を

完
全
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
』
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、

「
不
安
だ
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
。 

 Ⅲ 

無
能
を
判
断
で
き
る
基
準
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
弟
子
（
第
６
～
第
14
段
落
） 

一
方
、
「
弟
子
は
こ
の
よ
う
な
『
金
で
安
心
を
買
う
』
消
費
者
の
対
極
に
あ
る
存
在
」

で
あ
る
。
「
弟
子
の
仕
事
」
は
「
自
分
が
ど
う
し
て
こ
ん
な
稽
古
を
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の

か
、
実
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
認
め
な
い
限
り
始
ま
ら
な
い
。
弟
子
に
な

る
と
き
の
最
初
の
心
構
え
は
、「
自
分
の
無
智
と
無
能
の
様
態
や
態
度
に
つ
い
て
判
断
で

き
る
『
も
の
さ
し
』
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
を
認
め
る
こ
と
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
『
習

う
』
能
力
そ
の
も
の
」
の
方
が
、
「
弟
子
と
し
て
身
に
つ
け
る
知
識
や
技
術
そ
の
も
の
よ

り
も
」
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。 

「
よ
く
も
の
を
習
う
と
き
に
、『
自
分
は
こ
の
道
に
は
才
能
な
さ
そ
う
だ
し
、
あ
ま
り
熱

心
に
稽
古
に
通
え
そ
う
も
な
い
か
ら
』
と
い
う
理
由
で
わ
ざ
わ
ざ
二
流
三
流
の
先
生
を
探

す
人
」
が
い
る
が
、
こ
れ
も
、「
あ
る
意
味
で
は
消
費
者
マ
イ
ン
ド
の
現
れ
」
だ
と
い
う
。

「
も
の
を
習
い
始
め
る
と
き
は
全
員
素
人
」
で
あ
り
、「
そ
の
領
域
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う

な
能
力
を
優
先
的
に
評
価
す
る
の
か
、
ど
う
い
う
基
準
で
力
量
を
査
定
す
る
の
か
」
「
わ

か
る
は
ず
が
な
い
」。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
『
ど
う
せ
才
能
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
』
と
言

い
張
る
人
は
」
「
業
績
や
才
能
を
客
観
的
に
査
定
す
る
だ
け
の
鑑
定
眼
が
あ
る
と
主
張
し

て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
『
自
分
に
才
能
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
』
と
い
う
無
能
の

表
白
は
実
は
『
自
分
に
は
才
能
の
な
ん
た
る
か
が
わ
か
っ
て
い
る
』
と
い
う
全
能
の
表
白
」

で
も
あ
り
、「
『
才
能
が
あ
る
』
と
『
才
能
の
有
無
が
判
定
で
き
る
才
能
が
あ
る
』
で
は
、

後
者
の
ほ
う
が
質
の
高
い
能
力
だ
と
自
分
で
は
思
っ
て
い
る
」。
そ
し
て
、「
才
能
が
あ
る

人
間
、
な
い
人
間
、
有
象
無
象
を
鳥
瞰
す
る
視
点
を
仮
想
的
に
想
定
し
て
、
そ
こ
に
立
っ

て
、
あ
た
か
も
科
学
者
が
観
察
対
象
に
つ
い
て
語
る
が
ご
と
く
『
僕
に
は
才
能
が
あ
り
ま

本
文
解
説 

段
落
解
説 
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せ
ん
か
ら
』
と
言
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
筆
者
は
「
学
生
や
門
人
た
ち
に
」
「
僕
に
は

才
能
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
」
と
「
い
わ
れ
る
と
片
付
か
な
い
気
持
ち
に
な
っ
」
て
、「
違

和
感
」
を
覚
え
た
が
、
「
そ
れ
を
考
え
て
い
る
う
ち
に
、
し
だ
い
に
ど
う
し
て
『
そ
う
い

う
こ
と
』
を
言
っ
て
は
い
け
な
い
の
か
が
わ
か
っ
て
き
」
た
と
い
う
。 

 

 

 

お
金
を
払
っ
て
教
育
を
受
け
よ
う
と
す
る
若
者
は
消
費
者
と
し
て
未
知
へ
の
不
安
を

解
消
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
本
来
弟
子
は
稽
古
の
意
図
が
わ
か
ら
ず
能
力
を
測
る
基
準

を
持
た
な
い
存
在
で
、
弟
子
に
よ
る
才
能
へ
の
言
及
は
傲
慢
な
全
能
の
表
白
で
も
あ
る
。  

（
100
字
） 

 

 

―
出
典
：
『
広
辞
苑 

第
六
版
』
（
岩
波
書
店
） 

 

原
理 

も
の
の
拠
っ
て
立
つ
根
本
法
則
。
認
識
ま
た
は
行
為
の
根
本
法
則
。 

 
 

 

他
の
も
の
が
そ
れ
に
依
存
す
る
本
源
的
な
も
の
。
世
界
の
根
源
、
あ
る
領
域
の
事

物
の
根
本
要
素
。 

進
捗 

①
物
事
が
進
み
は
か
ど
る
こ
と
。 

 
 

 

②
官
位
な
ど
を
す
す
め
の
ぼ
す
こ
と
。 

有
象
無
象 

宇
宙
に
あ
る
有
形
・
無
形
の
一
切
の
物
。
森
羅
万
象
。 

 
 

 
 
 

世
に
い
く
ら
で
も
あ
る
種
々
雑
多
な
つ
ま
ら
な
い
人
々
。 

鳥
瞰 

（
鳥
が
見
お
ろ
す
よ
う
に
）
高
い
所
か
ら
広
範
囲
に
見
お
ろ
す
こ
と
。
転
じ
て
、

全
体
を
大
き
く
眺
め
渡
す
こ
と
。 

   

 

問
一 

解
答 

 (

１)
 

報 
(

２)
 

稽
古 

(

３)
 

技
芸 

(

４)
 

進
捗 

(

５)
 

鑑
定
眼 

難
易
度 

★
★
★
☆
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

知
識
・
教
養 

 

(

２)

の
「
稽
古
」
は
少
し
難
し
い
が
、
そ
の
他
は
標
準
的
な
難
易
度
で
あ
る
。(

４)

の

「
進
捗
」
の
「
捗
」
は
、「
捗
る
」
と
書
い
て
「
は
か
ど
る
」
と
読
む
こ
と
も
覚
え
て
お
き

た
い
。
ま
た(

５)

の
「
鑑
定
眼
」
の
「
鑑
」
も
、「
鑑
み
る
」
と
書
い
て
「
か
ん
が
み
る
」

と
読
む
と
い
う
こ
と
を
覚
え
て
お
こ
う
。 

 

問
二 

解
答 

人
々
は
、
未
知
の
も
の
を
前
に
し
た
と
き
に
不
安
を
抱
く
た
め
、
金
を
払
っ
て
消

費
者
の
立
場
に
立
つ
こ
と
で
、
そ
の
価
値
や
有
用
性
に
つ
い
て
熟
知
し
て
い
る
ふ

り
を
す
る
権
利
を
得
て
安
心
し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
態
度
は
自
分
に
言
い
聞
か

せ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
意
味
の
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
。
（
120
字
） 

難
易
度 

★
★
★
☆
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

要
約
型 

解
答
範
囲 

Ⅱ
（
第
４
・
第
５
段
落
） 

 
 

ま
ず
、
筆
者
が
「
気
の
毒
」
だ
と
思
う
内
容
を
把
握
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
「
気

の
毒
」
は
、
直
前
の
「
だ
か
ら
、
そ
の
顔
は
誰
か
他
人
に
見
せ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、

実
は
自
分
に
見
せ
て
い
る
ん
で
す
。
『
私
は
こ
の
状
況
を
完
全
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い

る
』
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
不
安
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、

金
を
出
し
て
安
心
を
買
お
う
と
す
る
。
」
と
い
う
部
分
に
対
し
て
筆
者
が
抱
い
た
感
情
だ

百
字
要
旨 

用
語
解
説 

設
問
解
説 

解
説 

解
説 
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と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
、「
そ
の
顔
」
は
、
直
前
の
部
分
か
ら
、
「
『
自
分
が
し
て
い
る
こ

と
の
意
味
を
知
っ
て
お
り
、
自
分
が
ど
こ
に
向
か
っ
て
い
る
か
、
こ
れ
か
ら
何
を
す
る
の

か
に
つ
い
て
は
誰
に
教
え
ら
れ
な
く
て
も
わ
か
っ
て
い
る
』
と
い
う
顔
」
の
こ
と
だ
と
わ

か
る
。
さ
ら
に
、
冒
頭
の
「
だ
か
ら
」
は
、「
で
も
、
金
を
出
し
て
い
る
間
は
安
心
で
き

る
ん
で
す
。
金
を
払
っ
て
商
品
を
購
入
す
る
と
い
う
か
た
ち
を
取
る
限
り
人
間
は
『
自
分

が
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
知
っ
て
お
り
、
自
分
が
ど
こ
に
向
か
っ
て
い
る
か
、
こ
れ
か

ら
何
を
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
誰
に
教
え
ら
れ
な
く
て
も
わ
か
っ
て
い
る
』
と
い
う
顔
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
ん
な
顔
し
て
も
意
味
な
い
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
。
誰
も
見
て

な
い
し
」
の
部
分
を
受
け
て
い
る
の
だ
と
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
部
分
の
冒
頭
の
「
で

も
」
は
、「
人
々
は
『
よ
く
わ
か
ら
な
い
も
の
』
を
前
に
す
る
と
む
し
ろ
お
金
を
払
う
こ

と
で
そ
れ
を
熟
知
し
て
い
る
ふ
り
を
す
る
権
利
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
。
不
思
議
な
こ

と
を
す
る
も
の
で
す
ね
」
の
部
分
を
受
け
て
い
る
と
わ
か
る
。 

こ
こ
ま
で
の
内
容
か
ら
、
筆
者
に
と
っ
て
は
、「
『
よ
く
わ
か
ら
な
い
も
の
』
を
前
に
す

る
と
む
し
ろ
お
金
を
払
う
こ
と
で
そ
れ
を
熟
知
し
て
い
る
ふ
り
を
す
る
権
利
を
手
に
入

れ
よ
う
と
す
る
」
の
は
「
不
思
議
な
こ
と
」
で
あ
り
、「
『
自
分
が
し
て
い
る
こ
と
の
意
味

を
知
っ
て
お
り
、
自
分
が
ど
こ
に
向
か
っ
て
い
る
か
、
こ
れ
か
ら
何
を
す
る
の
か
に
つ
い

て
は
誰
に
教
え
ら
れ
な
く
て
も
わ
か
っ
て
い
る
』
と
い
う
顔
を
す
る
こ
と
」
は
「
意
味
な

い
」
こ
と
で
あ
る
と
感
じ
て
い
て
、
こ
れ
ら
が
「
気
の
毒
」
と
い
う
筆
者
の
感
情
と
大
き

く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
判
断
で
き
る
。 

次
に
、
「
よ
く
わ
か
ら
な
い
も
の
」
を
前
に
す
る
と
む
し
ろ
お
金
を
払
う
こ
と
で
そ
れ

を
熟
知
し
て
い
る
ふ
り
を
す
る
権
利
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
」
人
、「
『
自
分
が
し
て
い

る
こ
と
の
意
味
を
知
っ
て
お
り
、
自
分
が
ど
こ
に
向
か
っ
て
い
る
か
、
こ
れ
か
ら
何
を
す

る
の
か
に
つ
い
て
は
誰
に
教
え
ら
れ
な
く
て
も
わ
か
っ
て
い
る
』
と
い
う
顔
を
す
る
」
人

と
し
て
、
筆
者
は
ど
の
よ
う
な
人
を
想
定
し
て
い
る
の
か
考
え
て
い
こ
う
。
ま
ず
、
第
５

段
落
冒
頭
の
「
そ
れ
ゆ
え
に
」
に
注
目
す
る
と
、
こ
れ
は
、「
消
費
者
は
自
分
が
こ
れ
か

ら
買
う
商
品
に
つ
い
て
す
で
に
す
べ
て
を
知
っ
て
い
る
ふ
り
を
す
る
権
利
を
有
す
る
と

同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
演
技
を
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
」
を
受
け
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
筆
者
が
「
気
の
毒
」
だ
と
思
う
人
は
、
消
費
者
と
し
て

「
自
分
が
こ
れ
か
ら
買
う
商
品
に
つ
い
て
す
で
に
す
べ
て
を
知
っ
て
い
る
ふ
り
を
す
る
権

利
」
を
得
よ
う
と
す
る
人
だ
と
わ
か
る
。 

そ
の
よ
う
な
人
は
、
な
ぜ
お
金
を
払
っ
て
「
熟
知
し
て
い
る
ふ
り
」
を
し
よ
う
と
す
る

の
だ
ろ
う
か
。
第
５
段
落
を
よ
く
読
む
と
そ
の
答
え
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
消
費
者
は
「
よ

く
わ
か
ら
な
い
も
の
」
を
前
に
す
る
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
「
熟
知
し
て
い
る
」
ふ
り
を
し

て
「
状
況
を
完
全
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
」
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
る
ほ
ど
「
不
安
」

な
の
で
あ
る
（
第
５
段
落
８
・
９
文
目
）。
そ
し
て
、
お
金
を
出
し
て
「
熟
知
し
て
い
る

ふ
り
」
を
し
て
い
る
間
は
「
安
心
で
き
る
」
（
第
５
段
落
２
文
目
）
の
だ
と
い
う
。
つ
ま

り
、「
消
費
者
」
は
「
よ
く
わ
か
ら
な
い
も
の
」
を
前
に
し
た
時
の
不
安
を
解
消
す
る
た

め
に
お
金
を
出
す
の
で
あ
る
。 

こ
こ
で
第
１
段
落
を
見
る
と
、
こ
の
よ
う
な
人
の
具
体
例
と
し
て
、
筆
者
は
「
無
収
入

の
修
行
期
間
」
に
は
「
尻
込
み
す
る
」
が
「
お
金
を
払
っ
て
教
え
て
も
ら
う
こ
と
に
は
抵

抗
が
な
い
」「
若
い
人
た
ち
」
の
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
彼
ら
は
、「
修
行
」
と
い
う
「
い

っ
た
い
こ
の
努
力
が
ど
う
い
う
か
た
ち
で
、
い
つ
報
わ
れ
る
の
か
予
測
で
き
な
い
」
も
の

に
対
し
て
、「
消
費
者
と
い
う
ス
タ
ン
ス
に
立
っ
」
て
、「
『
こ
の
努
力
が
ど
う
い
う
か
た

ち
で
、
い
つ
報
わ
れ
る
の
か
を
私
は
知
っ
て
い
る
』
と
い
う
立
場
」
を
取
り
、「
『
私
は
私

が
こ
れ
か
ら
買
お
う
と
し
て
い
る
商
品
の
価
値
や
有
用
性
や
使
途
に
つ
い
て
誰
に
教
え

ら
れ
る
ま
で
も
な
く
熟
知
し
て
い
る
』
と
い
う
『
ふ
り
を
す
る
』
権
利
を
手
に
入
れ
」
よ

う
と
す
る
の
だ
と
い
う
。 

こ
の
「
若
者
」
に
つ
い
て
の
内
容
を
解
答
に
盛
り
込
む
か
ど
う
か
迷
っ
た
か
も
し
れ
な

い
が
、
第
５
段
落
に
至
る
ま
で
の
内
容
を
見
直
す
と
、「
消
費
者
」
の
立
場
に
立
っ
た
「
若

者
」
に
つ
い
て
の
話
題
は
第
３
段
落
で
い
っ
た
ん
切
れ
て
お
り
、
第
４
・
第
５
段
落
で
は
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「
消
費
者
」
一
般
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
傍
線
部
の
「
気

の
毒
」
と
い
う
筆
者
の
感
情
は
、
「
消
費
者
」
一
般
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

問
題
で
は
、
あ
く
ま
で
も
「
消
費
者
」
に
つ
い
て
の
内
容
が
解
答
の
中
心
と
な
る
。 

し
た
が
っ
て
、
消
費
者
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
第
４
・
第
５
段
落
の
内
容
を
ま
と
め
て
、

解
答
は
「
人
々
は
、
未
知
の
も
の
を
前
に
し
た
と
き
に
不
安
を
抱
く
た
め
、
金
を
払
っ
て

消
費
者
の
立
場
に
立
つ
こ
と
で
、
そ
の
価
値
や
有
用
性
に
つ
い
て
熟
知
し
て
い
る
ふ
り
を

す
る
権
利
を
得
て
安
心
し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
態
度
は
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
い
る
に

す
ぎ
ず
、
意
味
の
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
。
」
と
な
る
。 

 《
解
答
要
素
》 

① 

「
人
々
は
未
知
の
も
の
を
前
に
す
る
と
不
安
を
抱
く
」 

② 

「（
①
ゆ
え
に
）
お
金
を
払
っ
て
消
費
者
の
立
場
に
立
つ
」 

③ 

「
（
②
に
よ
っ
て
）
未
知
の
も
の
の
価
値
や
有
用
性
に
つ
い
て
熟
知
し
て
い
る
ふ
り

を
す
る
権
利
を
得
て
安
心
し
よ
う
と
す
る
」 

④
「
（
②
・
③
は
）
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
い
る
だ
け
に
す
ぎ
ず
、(
筆
者
に
は)

意
味
の

な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
」 

※
解
答
は
「
～
（
④
だ
）
か
ら
。
」
と
締
め
く
く
る
こ
と
。 

《
参
照
箇
所
》 

① 

第
５
段
落
１
・
９
文
目 

② 

第
５
段
落
１
文
目 

③ 

第
５
段
落
１
～
３
文
目
、
第
３
段
落
４
文
目 

④ 

第
５
段
落
５
～
７
文
目 

 

問
三 

解
答 

師
に
習
う
う
え
で
、
修
行
の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
自
分
の
無
智
と
無
能
を

自
覚
し
、
そ
の
無
智
と
無
能
の
様
態
や
態
度
を
判
断
す
る
基
準
を
持
ち
合
わ
せ
て

い
な
い
と
認
め
る
こ
と
が
、
弟
子
と
し
て
修
行
を
す
る
際
に
必
須
で
あ
る
最
初
の

心
構
え
だ
か
ら
。
（
100
字
） 

難
易
度 

★
★
☆
☆
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

要
約
型 

解
答
範
囲 

Ⅲ
（
第
６
～
第
14
段
落
、
特
に
第
６
・
第
７
段
落
） 

 

傍
線
部
は
、「
修
行
を
し
て
い
る
弟
子
は
『
自
分
は
自
分
が
何
を
し
よ
う
と
し
て
い
る

か
知
っ
て
い
る
』
と
思
う
こ
と
を
原
理
的
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
一
文
に
含
ま
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
、「
原
理
的
」
と
は
、「
も
の
の
拠
っ
て
立
つ
、
認
識
ま
た
は
行
為
の
根

本
法
則
に
基
づ
く
さ
ま
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
弟
子
」
が
根
本
的
に

ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
か
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
り
そ
う
だ
と
わ
か
る
。
傍
線
部
直
後
に
、

「
弟
子
の
仕
事
と
い
う
の
は
『
自
分
が
ど
う
し
て
こ
ん
な
稽
古
を
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
か
、

実
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
』
と
認
め
な
い
限
り
始
ま
ら
な
い
」
と
あ
る
。
こ
れ
が
解
答
の
中

心
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
『
自
分
が
ど
う
し
て
こ
ん
な
稽
古
を
さ
せ
ら
れ
て

い
る
の
か
、
実
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
』
と
認
め
」
て
、
初
め
て
「
弟
子
の
仕
事
」
が
始
ま

る
の
だ
か
ら
、「
弟
子
」
は
「
『
自
分
は
自
分
が
何
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
知
っ
て
い
る
』

と
思
う
こ
と
を
原
理
的
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。 

さ
ら
に
、
第
７
段
落
の
内
容
に
も
注
目
し
よ
う
。
こ
こ
で
も
、「
弟
子
に
な
る
と
い
う

と
き
の
最
初
の
心
構
え
」
と
し
て
、「
自
分
の
無
智
と
無
能
に
つ
い
て
自
覚
す
る
こ
と
」
、

そ
し
て
「
な
に
よ
り
自
分
の
無
知
と
無
能
の
様
態
や
態
度
に
つ
い
て
判
断
で
き
る
『
も
の

さ
し
』
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
を
認
め
る
こ
と
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、「
無

智
と
無
能
に
つ
い
て
自
覚
す
る
こ
と
」
と
い
う
内
容
が
、
第
６
段
落
３
文
目
の
「
『
自
分

が
ど
う
し
て
こ
ん
な
稽
古
を
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
か
、
実
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
』
と
い
う

こ
と
」
を
認
め
る
と
い
う
内
容
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
き
た
い
。
弟
子
は
、
自

解
説 
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分
の
稽
古
の
意
味
に
つ
い
て
も
「
無
智
」「
無
能
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
自
覚
し
た
う
え
で
、

そ
う
し
た
「
無
智
」
「
無
能
」
の
「
様
態
や
態
度
」
を
測
る
「
も
の
さ
し
」
を
持
っ
て
い

な
い
こ
と
を
認
め
る
の
が
、
弟
子
と
し
て
の
「
最
初
の
心
構
え
」
で
あ
り
、
こ
の
心
構
え

が
な
い
と
弟
子
と
し
て
の
仕
事
は
始
ま
ら
な
い
、
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
心
構
え
は
弟
子

に
と
っ
て
必
須
の
も
の
な
の
で
あ
る
。「
も
の
さ
し
」
は
比
喩
表
現
な
の
で
、「
～
を
判
断

す
る
基
準
」
な
ど
と
言
い
換
え
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
本
文
の
「
無
智
」
は
解
答
に

お
い
て
「
無
知
」
と
書
き
換
え
て
し
ま
っ
て
も
問
題
な
い
。 

以
上
よ
り
、
解
答
は
、
「
師
に
習
う
う
え
で
、
修
行
の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
自

分
の
無
智
と
無
能
を
自
覚
し
、
そ
の
無
智
と
無
能
の
様
態
や
態
度
を
判
断
す
る
基
準
を
持

ち
合
わ
せ
て
い
な
い
と
認
め
る
こ
と
が
、
弟
子
と
し
て
修
行
を
す
る
際
に
必
須
で
あ
る
最

初
の
心
構
え
だ
か
ら
。」
と
な
る
。 

 

《
解
答
要
素
》 

① 

「
師
に
習
う
う
え
で
」 

② 

「
（
①
に
お
い
て
）
稽
古
の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
自
分
の
無
知
・
無
能
を
自

覚
す
る
」 

③ 

「
（
②
に
加
え
て
）
自
分
の
無
智
と
無
能
の
様
態
や
態
度
を
判
断
す
る
基
準
を
持
ち

合
わ
せ
て
い
な
い
こ
と
を
認
め
る
」 

④ 

「（
②
・
③
は
）
弟
子
と
し
て
修
行
を
す
る
際
に
必
須
で
あ
る
最
初
の
心
構
え
」 

※
解
答
は
、
「
～
（
④
だ
）
か
ら
。
」
と
締
め
く
く
る
こ
と
。 

《
参
照
箇
所
》 

① 

第
６
段
落
３
文
目 

② 

第
７
段
落
１
文
目 

③ 

第
７
段
落
１
文
目 

④ 

第
６
段
落
３
文
目
、
第
７
段
落
１
文
目 

問
四 

解
答 

自
分
に
は
才
能
が
な
い
と
い
う
弟
子
の
発
言
を
聞
い
て
抱
い
た
違
和
感
は
、
素
人

で
あ
る
弟
子
が
、
身
の
程
知
ら
ず
に
も
才
能
を
客
観
的
に
判
断
で
き
る
と
い
う
、

消
費
者
の
立
場
に
無
意
識
の
う
ち
に
立
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
の
も
の
だ
と

気
づ
い
た
か
ら
。
（
99
字
） 

難
易
度 

★
★
★
★
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

要
約
型 

解
答
範
囲 

Ⅲ
（
第
６
～
第
14
段
落
、
特
に
第
９
～
第
14
段
落
） 

 

傍
線
部
よ
り
前
の
部
分
を
読
む
と
、
傍
線
部
中
の
「
そ
う
い
う
こ
と
」
は
、「
僕
に
は

才
能
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
」
と
い
っ
た
内
容
の
こ
と
だ
と
わ
か
る
。
次
に
、
傍
線
部
は
「
そ

れ
を
考
え
て
い
る
う
ち
に
、
し
だ
い
に
ど
う
し
て
『
そ
う
い
う
こ
と
』
を
言
っ
て
は
い
け

な
い
の
か
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
」
と
い
う
一
文
に
含
ま
れ
て
い
る
。
冒
頭
の
「
そ
れ
」

は
「
自
分
が
そ
う
言
っ
て
い
る
と
き
に
は
気
づ
か
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
学
生
や
門
人
た
ち

に
そ
う
い
わ
れ
る
と
片
づ
か
な
い
気
持
ち
に
な
っ
た
。
ど
う
し
て
違
和
感
が
あ
る
の
か
」

の
部
分
を
指
し
て
い
る
と
わ
か
る
。
さ
ら
に
、「
そ
う
言
っ
て
」
い
た
の
は
、「
僕
に
は
才

能
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
」
と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
こ
と
も
、
容
易
に
判
断
で
き
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
問
題
で
は
、
筆
者
が
「
学
生
や
門
人
た
ち
」
の
「
僕
に
は
才
能
が
あ
り
ま

せ
ん
か
ら
」
と
い
う
よ
う
な
発
言
を
聞
い
て
「
違
和
感
」
を
抱
い
て
、
そ
れ
が
な
ぜ
な
の

か
を
考
え
て
い
る
と
、
「
ど
う
し
て
自
分
に
は
才
能
が
な
い
と
い
っ
た
内
容
の
こ
と
を
言

っ
て
は
い
け
な
い
の
か
が
わ
か
っ
て
き
た
」
と
筆
者
が
い
う
理
由
を
考
え
て
い
く
こ
と
に

な
る
。 

ま
ず
、
大
前
提
と
し
て
、「
僕
に
は
才
能
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
」
と
い
っ
た
内
容
の
発

言
を
し
て
は
い
け
な
い
と
筆
者
が
考
え
る
対
象
は
「
弟
子
」
で
あ
る
。「
弟
子
」
は
、「
も

の
を
習
い
始
め
る
と
き
」
は
「
素
人
」
で
あ
り
、
「
そ
の
領
域
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な

解
説 
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能
力
を
優
先
的
に
評
価
す
る
の
か
、
ど
う
い
う
基
準
で
力
量
を
査
定
す
る
の
か
、
素
人
に

わ
か
る
は
ず
が
な
い
」
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
『
ど
う
せ
才
能
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
』
と

言
い
張
る
」
こ
と
は
、
「
業
績
や
才
能
を
客
観
的
に
査
定
す
る
だ
け
の
鑑
定
眼
が
あ
る
と

主
張
し
て
い
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。 

こ
こ
で
、
一
度
傍
線
部
の
内
容
を
把
握
し
な
お
そ
う
。「
ど
う
し
て
『
そ
う
い
う
こ
と
』

を
言
っ
て
は
い
け
な
い
の
か
」
に
つ
い
て
は
、
実
は
本
文
に
書
か
れ
て
い
る
。
傍
線
部
直

前
の
段
落
を
見
る
と
、「
『
自
分
に
才
能
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
』
と
い
う
無
能
の
表
白
は
実

は
『
自
分
に
は
才
能
の
な
ん
た
る
か
が
わ
か
っ
て
い
る
』
と
い
う
全
能
の
表
白
で
も
あ
る

わ
け
だ
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、『
才
能
が
あ
る
』
と
『
才
能
の
有
無
が
判
定
で
き
る
才
能

が
あ
る
』
で
は
、
後
者
の
ほ
う
が
質
の
高
い
能
力
だ
と
自
分
で
は
思
っ
て
い
る
。
才
能
が

あ
る
人
間
、
な
い
人
間
、
有
象
無
象
を
鳥
瞰
す
る
視
点
を
仮
想
的
に
想
定
し
て
、
そ
こ
に

立
っ
て
、
あ
た
か
も
科
学
者
が
観
察
対
象
に
つ
い
て
語
る
が
ご
と
く
『
僕
に
は
才
能
が
あ

り
ま
せ
ん
か
ら
』
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
」
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
「
ど
う
し
て
『
そ

う
い
う
こ
と
』
を
言
っ
て
は
い
け
な
い
の
か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
え
は
、「
『
自
分

に
は
才
能
の
な
ん
た
る
か
が
わ
か
っ
て
い
る
』
と
い
う
全
能
の
表
白
で
も
あ
る
わ
け
だ
か

ら
」
だ
と
わ
か
る
。
第
11
段
落
５
文
目
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
「
専
門
家
を
『
な
め
た
』

発
言
、
つ
ま
り
身
の
程
知
ら
ず
な
発
言
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え

る
と
、
傍
線
部
は
、「
『
自
分
に
は
才
能
の
な
ん
た
る
か
が
わ
か
っ
て
い
る
』
と
い
う
、
身

の
程
知
ら
ず
な
全
能
の
表
白
で
も
あ
る
わ
け
だ
か
ら
だ
と
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
」
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
と
わ
か
る
。
そ
し
て
、
筆
者
が
こ
の
よ
う
に
「
わ
か
っ
て
き

ま
し
た
」
と
い
う
理
由
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
ど
う
し
て
『
そ
う
い
う
こ
と
』
を

言
っ
て
は
い
け
な
い
の
か
」
を
説
明
し
た
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
そ
の
理
由
が
「
わ

か
っ
て
き
ま
し
た
」
と
筆
者
が
い
う
の
は
「
な
ぜ
か
」
を
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。 

こ
こ
で
、
筆
者
に
「
違
和
感
」
を
抱
か
せ
た
、
素
人
に
よ
る
才
能
の
判
断
に
注
目
し
て

本
文
を
見
て
み
る
と
、
こ
の
才
能
の
「
値
踏
み
」
の
根
本
に
あ
る
も
の
が
見
え
て
く
る
。

第
９
段
落
を
見
て
ほ
し
い
。「
よ
く
も
の
を
習
う
と
き
に
、『
自
分
は
こ
の
道
に
は
才
能
な

さ
そ
う
だ
し
、
あ
ま
り
熱
心
に
稽
古
に
通
え
そ
う
も
な
い
か
ら
』
と
い
う
理
由
で
わ
ざ
わ

ざ
二
流
三
流
の
先
生
を
探
す
人
が
い
ま
す
」
、「
自
分
程
度
の
人
間
に
は
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ

し
い
レ
ベ
ル
の
教
師
の
ほ
う
が
フ
ィ
ッ
ト
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、
そ
う
思
っ
て
る
。
こ

れ
も
あ
る
意
味
で
は
消
費
者
マ
イ
ン
ド
の
現
れ
だ
と
思
い
ま
す
。
手
持
ち
の
貨
幣
が
少
な

い
か
ら
、
買
え
る
と
し
た
ら
『
ま
あ
、
こ
の
程
度
の
品
物
か
な
』
と
値
踏
み
し
て
い
る
」

と
い
う
部
分
か
ら
、「
弟
子
」
が
「
消
費
者
マ
イ
ン
ド
」
を
発
揮
し
て
「
先
生
」
を
選
ぶ

場
合
が
多
い
と
言
及
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
先
ほ
ど
の
「
な
ぜ
か
」
の
答
え
と
な
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
筆
者
が
、「
弟
子
」
の
「
僕
に
は
才
能
が
あ
り
ま
せ
ん

か
ら
」
と
い
っ
た
内
容
の
発
言
を
聞
い
て
「
違
和
感
」
を
覚
え
た
の
は
、「
弟
子
」
と
い

う
の
は
、
最
初
は
「
素
人
」
で
あ
り
、
「
そ
の
領
域
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
能
力
を
優

先
的
に
評
価
す
る
の
か
、
ど
う
い
う
基
準
で
力
量
を
査
定
す
る
の
か
、
素
人
に
わ
か
る
は

ず
が
な
い
」
の
に
、「
業
績
や
才
能
を
客
観
的
に
査
定
す
る
だ
け
の
鑑
定
眼
が
あ
る
と
主

張
」
す
る
「
消
費
者
」
の
立
場
に
無
意
識
の
う
ち
に
立
っ
て
「
弟
子
」
が
発
言
し
て
い
る

か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
ど
う
し

て
『
そ
う
い
う
こ
と
』
を
言
っ
て
は
い
け
な
い
の
か
（
＝
「
「
自
分
に
は
才
能
の
な
ん
た

る
か
が
わ
か
っ
て
い
る
」
と
い
う
全
能
の
表
白
で
も
あ
る
わ
け
だ
か
ら
」
と
い
う
こ
と
）

が
わ
か
っ
て
き
」
た
の
で
あ
る
。
「
消
費
者
の
立
場
か
ら
の
発
言
」
→
「
全
能
の
表
白
」

と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
は
、
本
文
の
前
半
部
分
と
も
対
応
す
る
。 

し
た
が
っ
て
、
解
答
は
、「
自
分
に
は
才
能
が
な
い
と
い
う
弟
子
の
発
言
を
聞
い
て
抱

い
た
違
和
感
は
、
素
人
で
あ
る
弟
子
が
、
身
の
程
知
ら
ず
に
も
才
能
を
客
観
的
に
判
断
で

き
る
と
い
う
、
消
費
者
の
立
場
に
無
意
識
の
う
ち
に
立
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
の
も
の

だ
と
気
づ
い
た
か
ら
。」
と
な
る
。 
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《
解
答
要
素
》 

① 
「
自
分
に
は
才
能
が
な
い
と
い
う
弟
子
の
発
言
を
聞
い
て
抱
い
た
違
和
感
」 

② 

「（
①
の
発
言
は
）
素
人
で
あ
る
は
ず
の
弟
子
が
才
能
を
客
観
的
に
判
断
で
き
る
（
と

主
張
し
て
い
る
）
」 

③ 

「（
②
は
）
身
の
程
知
ら
ず
な
態
度
で
あ
る
」 

④ 

「（
②
の
よ
う
な
弟
子
は
）
消
費
者
の
立
場
に
無
意
識
の
う
ち
に
立
っ
て
い
る
」 

⑤ 

「
①
は
③
に
対
し
て
の
も
の
だ
と
気
づ
い
た
」 

※
解
答
は
、
「
～
（
⑤
だ
）
か
ら
。
」
と
締
め
く
く
る
こ
と
。 

《
参
照
箇
所
》 

① 

第
14
段
落
１
・
２
文
目 

② 

第
11
段
落
４
文
目 

③ 

第
11
段
落
５
文
目 

④ 

第
９
段
落
４
文
目 

 

（
小
島
朋
朗
、
丸
岡
賢
人
、
正
木
僚
）  
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２
０
１
６
年
度 

大
阪
大
学 

前
期 

国
語 

 
Ⅲ  
古
文（
紀
行
文
） 

 《
こ
の
解
説
の
使
い
方
》 

｢

本
文
を
読
み
始
め
る
前
に
」
と
「
通
読
」
か
ら
な
る
。
古
文
の
実
力
の
あ

る
人
が
実
際
に
本
文
を
読
む
と
き
何
を
考
え
て
い
る
か
（
「
本
文
を
読
み
始

め
る
前
に
」
お
よ
び
「
通
読
」
の
◎
部
分
）
や
設
問
解
説
で
は
述
べ
ら
れ
な

か
っ
た
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
な
ど
（
「
通
読
」
の
★
部
分
）
に
つ
い
て
書
い
て

あ
る
。
ど
こ
に
注
意
し
て
本
文
を
読
め
ば
い
い
か
わ
か
ら
な
い
人
、
本
文
を

読
む
の
に
時
間
を
使
い
す
ぎ
る
人
は
、
こ
の
項
目
を
見
て
み
よ
う
。 

設
問
ご
と
の
詳
細
な
解
説
を
、
古
文
が
苦
手
な
人
に
も
思
考
の
流
れ
が
十
分

に
伝
わ
る
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。
古
文
が
苦
手
な
人
は
ま
ず
は
「
合
格
答
案
」

レ
ベ
ル
の
解
答
を
、
得
意
な
人
は
「
満
点
答
案
」
を
目
指
そ
う
。 

｢

現
代
語
訳
」
と
「
用
語
解
説
」
か
ら
な
る
。「
現
代
語
訳
」
は
基
本
的
に
受

験
生
レ
ベ
ル
の
古
文
知
識
で
作
れ
る
簡
単
な
訳
に
な
っ
て
い
る
。
ほ
か
の
項

目
を
読
み
終
え
た
あ
と
の
復
習
に
使
お
う
。 

  

 

問
一 

(

１)
 

修
行
者 

 
(

２)
 

筆
者 

傾
向
と
対
策

出

典

所
要
時
間

難

易

度

 

２
０
１
５
年
度
と
同
じ
く
紀
行
文
か
ら
の
出
題
で
あ
る
。
文
章
の

長
さ
や
難
易
度
は
例
年
通
り
で
あ
る
。
大
阪
大
学
は
和
歌
解
釈
の
出

題
頻
度
が
高
い
の
が
特
徴
だ
が
、
基
本
的
な
単
語
が
ほ
と
ん
ど
で
本

文
の
読
解
は
た
や
す
か
っ
た
だ
ろ
う
。
注
も
含
め
、
和
歌
が
多
数
あ
る

が
、
難
解
な
修
辞
法
が
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
地
の
文
と
同
じ
よ
う
に

読
解
が
で
き
る
。
江
戸
時
代
の
文
章
は
比
較
的
簡
潔
で
読
み
や
す
い

た
め
、
平
均
点
が
上
が
り
や
す
い
。
し
か
し
コ
ロ
コ
ロ
場
面
転
換
す
る

た
め
、
話
の
流
れ
に
つ
い
て
い
け
る
か
ど
う
か
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。

ミ
ス
を
し
な
い
よ
う
、
丁
寧
に
文
法
を
確
認
し
な
が
ら
読
ん
で
い
こ

う
。 設

問
に
つ
い
て
は
、
対
比
の
問
題
が
二
題
出
題
さ
れ
て
お
り
、
現
代

文
の
問
題
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
き
ち
ん
と
本
文
が
読
解
で
き

て
い
る
な
ら
ば
難
し
く
は
な
い
。
文
章
や
和
歌
自
体
は
平
易
だ
が
、 

 

武た
け

女じ
ょ

『
庚こ

う

子し

道み
ち

の
記き

』
か
ら
の
出
題
。
旅
の
道
中
に
つ
い
て
記
し
た

江
戸
時
代
の
紀
行
文
で
あ
る
。
各
地
の
描
写
と
と
も
に
、
か
つ
て
の
思

い
出
や
、
古
典
の
知
識
や
故
郷
へ
の
念
が
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。 

 

20
分 

★
★
★
☆
☆ 

本
文
読
解 

設
問
解
説 

本
文
解
説 

傾
向
と
対
策

「
説
明
せ
よ
」
と
い
う
要
求
に
応
え
る
た
め
に
は
記
述
力
が
必
要
と
な

る
。
記
述
力
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
は
基
礎
知
識
が
あ
る
こ
と
が
大
前

提
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
単
語
帳
や
文
法
書
を
通
じ
て
重
要
単
語
や
助

詞
、
和
歌
の
修
辞
に
関
す
る
知
識
を
身
に
つ
け
、
そ
の
う
え
で
演
習
を

積
み
、《
満
点
答
案
》
と
自
分
の
記
述
を
比
較
し
て
自
分
に
何
が
足
り

な
い
の
か
を
省
み
つ
つ
学
習
を
進
め
て
い
こ
う
。 

解
答 
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問
二 

(

３)
 

寝
て
し
ま
お
う 

 
(

６)
 

焼
か
な
い
で
ほ
し
い 

問
三 

古
今
集
で
は
散
っ
た
桜
を
鑑
賞
の
対
象
と
捉
え
て
い
な
い
が
、
本
文
で
は
散
っ
た

状
態
も
美
し
い
と
み
て
い
る
。
（
43
字
） 

問
四 

蕨
の
成
長
の
た
め
の
野
焼
き
の
火
が
、
強
く
吹
い
て
き
た
風
で
強
ま
り
、
自
力
で

早
め
に
芽
吹
い
た
蕨
を
も
焼
き
尽
く
し
て
し
ま
う
こ
と
。
（
53
字
） 

問
五 

伊
勢
物
語
の
修
行
者
は
清
貧
で
、
手
紙
を
信
頼
し
て
託
せ
る
顔
見
知
り
で
あ
る
が
、

本
文
の
修
行
者
は
肥
え
た
俗
人
で
、
勝
手
に
手
紙
を
読
む
の
で
は
な
い
か
と
邪
推

さ
せ
る
ほ
ど
信
頼
で
き
な
い
見
知
ら
ぬ
人
で
あ
る
。
（
83
字
） 

  

 

 

 

紀
行
文
は
、
旅
の
道
中
の
様
子
を
著
し
た
日
記
の
よ
う
な
も
の
。
ち
な
み
に
旅
行
が
流

行
し
た
の
は
、
鎌
倉
幕
府
が
関
東
に
設
置
さ
れ
、
政
治
・
文
化
の
中
心
が
東
西
に
分
立
し

た
た
め
で
あ
る
。
紀
行
文
は
オ
ム
ニ
バ
ス
形
式
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
道
中
の
出

会
い
や
風
流
な
も
の
に
つ
い
て
記
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
の
で
、
本
文
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
道

中
の
自
然
や
出
会
い
だ
と
推
測
で
き
る
。
注
の
和
歌
は
現
代
語
訳
の
章
で
説
明
し
て
い
る

の
で
参
照
し
て
ほ
し
い
。 

 

 

第
１
段
落
第
１
行
～
第
２
行
「
宇
津
の
山
越
～
く
や
さ
し
。」 

◎
修
行
者
と
法
師
の
比
較
。 

◎｢

や
さ
し
」
は
多
義
語
だ
が
、
文
脈
か
ら
「
殊
勝
だ
・
感
心
だ
」
と
判
断
す
る
。 

★｢

修し
ゅ

行
ぎ
ゃ
う

者ざ

」
は
仏
道
修
行
の
た
め
に
諸
国
を
行
脚
す
る
僧
の
こ
と
。 

 

第
１
段
落
第
２
行
～
第
３
行
「
こ
の
行
者
ど
～
ふ
か
く
や
。」 

◎
行
者
＝
修
行
者
。 

◎｢

あ
し
き
」
は
形
容
詞
「
悪
し
」
の
連
体
形
だ
が
、
直
後
に
体
言
が
な
い
た
め
、「
精
進

物
の
」
の
「
の
」
は
同
格
だ
。
「
精
進
物
の
あ
し
き
」
は
直
訳
す
る
と
「
精
進
料
理
で

不
味
い
も
の
」。 

◎
筆
者
の
経
験
に
も
と
づ
く
紀
行
文
な
の
で
、
最
後
の
「
け
り
」
は
間
接
過
去
で
は
な
く
、

詠
嘆
。 

◎
彼
＝
修
行
者
。
直
前
の
流
れ
か
ら
も
、
修
行
者
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
（
修
行
者
な
の
に

太
っ
て
俗
っ
ぽ
い
）
か
ら
も
判
断
で
き
る
。 

◎｢

見
る
ら
む
」
の
「
ら
む
」
は
現
在
推
量
。 

◎｢

罪
ふ
か
く
や
」
の
「
や
」
は
疑
問
・
反
語
の
係
助
詞
。
本
来
な
ら
ば
、「
罪
ふ
か
く
や

あ
ら
む
」
だ
が
、「
あ
ら
む
（
動
詞
「
あ
り
」
＋
推
量
の
助
動
詞
「
む
」
終
止
形
）
」
が

省
略
さ
れ
て
い
る
。 

 

第
１
段
落
第
４
行
～
第
５
行
「
山
の
岨
に
す
～
津
の
山
辺
に
」 

◎｢

す
み
れ
の
咲
き
た
る
を
」
の
後
に
「
見
て
」「
見
つ
け
て
」
な
ど
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。 

◎｢

精
進
物
の
あ
し
き
」
の
場
合
と
同
様
に
「
す
み
れ
の
咲
き
た
る
」
の
「
の
」
は
同
格
。

よ
っ
て
直
訳
は
「
す
み
れ
で
咲
い
て
い
る
も
の
」
＝
「
咲
い
て
い
る
す
み
れ
」 

★｢

心
に
ま
か
す
」
と
は
「
心
ま
か
せ
」
と
い
う
こ
と
。 

★
こ
の
和
歌
は
、(

注
３)

の
和
歌
を
模
し
て
詠
ま
れ
た
本
歌
取
り
の
歌
で
あ
る
。 

 

第
２
段
落
第
１
行
～
第
２
行
「
深
山
木
の
中
～
め
で
た
し
。」 

◎
「
桜
の
咲
き
た
る
」
の
「
の
」
は
同
格
。 

 

第
２
段
落
第
３
行
「
雲
と
見
え
雪
～
宇
津
の
山
河
」 

本
文
読
解 

本
文
を
読
み
始
め
る
前
に 

通
読 
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◎
桜
の
花
は
咲
い
て
い
る
と
き
も
散
っ
て
い
る
と
き
も
散
っ
た
後
も
美
し
い
こ
と
を
詠

ん
で
い
る
。 

 

第
３
段
落
第
１
行
～
第
２
行
「
丸
子
の
宿
の
～
も
と
な
し
。」 

◎｢

蕨
の
た
め
に
焼
く
な
り
」
と
答
え
た
人
は
文
脈
か
ら
地
元
の
人
だ
と
推
察
さ
れ
る
。 

◎｢

た
だ
春
の
ひ
に
」
と
は(

注
５)

よ
り
、「
焼
か
ず
と
も
草
は
も
え
な
ん
春
日
野
は
た
だ

春
の
ひ
に
任
せ
た
ら
な
ん
」
（
新
古
今
集
）
の
引
用
だ
と
わ
か
る
。
こ
の
和
歌
を
訳
す

と
、「
焼
か
な
く
て
も
草
は
芽
吹
く
だ
ろ
う
春
日
の
野
原
で
は
。
た
だ
春
の
日
差
し
に

任
せ
て
し
ま
い
た
い
」
と
な
り
、
野
原
を
燃
や
す
こ
と
に
否
定
的
な
思
い
を
表
し
て
い

る
。 

 (

注
５)

「
焼
か
ず
と
も
～
せ
た
ら
な
ん
」 

◎｢

も
え
な
ん
」
は
下
二
段
活
用
動
詞
「
萌
ゆ
」
連
用
形
＋
強
意
の
助
動
詞
「
ぬ
」
未
然

形
＋
推
量
の
助
動
詞
「
む
」
で
、
「
萌
え
る
だ
ろ
う
」
＝
「
芽
吹
く
だ
ろ
う
」
と
い
う

意
味
。 

◎｢

任
せ
た
ら
な
ん
」
は
サ
行
下
二
段
活
用
動
詞
「
任
す
」
連
用
形
＋
完
了
の
助
動
詞
「
た

り
」
未
然
形
＋
願
望
の
終
助
詞
「
な
む
」
で
「
任
せ
て
し
ま
お
う
」
と
い
う
意
味
。 

 

第
３
段
落
第
３
行
「
春
の
野
に
下
～
も
あ
ら
な
ん
」 

◎
「
さ
の
み
」
＝
「
そ
う
む
や
み
に
・
そ
の
よ
う
に
ば
か
り
」。 

◎｢

あ
ら
な
ん
」
の
「
あ
ら
」
は
動
詞
の
未
然
形
な
の
で
、「
な
ん
」
は
他
者
へ
の
願
望
の

終
助
詞
。 

   

 

問
一 

解
答 

（
１
） 

修
行
者 

 

（
２
） 

筆
者 

難
易
度 

★
★
★
☆
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

主
語
特
定 

 

 

「
彼
に
そ
ぞ
ろ
な
る
文
な
ど
こ
と
づ
け
た
ら
ば
、
物
ゆ
か
し
が
り
て
、
お
の
れ
ま
づ
ひ

ら
き
て
も
見
る
ら
む
と
思
ひ
や
る
も
罪
ふ
か
く
や
」
を
簡
単
に
訳
し
て
み
る
と
「
『
彼
』

に
た
わ
い
も
な
い
手
紙
な
ど
を
こ
と
づ
け
た
な
ら
ば
、
興
味
を
も
っ
て
、
自
分
で
開
い
て

（
中
身
を
）
見
る
だ
ろ
う
と
想
像
す
る
の
も
罰
当
た
り
だ
ろ
う
か
」
と
な
る
。
こ
の
箇
所

で
展
開
す
る
行
為
は
、 

①｢

誰
か
Ａ
」
が
「
彼
」
に
手
紙
を
こ
と
づ
け
る
。 

②(

已
然
形
＋
接
続
助
詞
「
ば
」
で
主
語
が
変
わ
る
場
合
が
あ
る
）「
誰
か
Ｂ
」
が
手
紙
に

興
味
を
も
つ
。 

③(｢

～
て
」
の
場
合
は
主
語
が
変
わ
ら
な
い
）
「
誰
か
Ｂ
」
が
手
紙
を
開
い
て
み
る
。 

④
③
の
動
作
を
「
誰
か
Ｃ
」
が
想
像
す
る
。 

手
紙
を
受
け
取
っ
た
の
は
「
彼
」
な
の
で
、
中
身
を
見
る
の
も
「
彼
」
。
よ
っ
て
「
誰

か
Ｂ
」
＝
「
彼
」
。 

そ
れ
ぞ
れ
の
動
作
の
主
語
の
候
補
と
し
て
挙
が
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
に
登
場
し
た
修
行

者
・
法
師
・
筆
者
で
あ
る
。
直
前
に
、
「
こ
の
行
者
ど
も
は
肥
え
あ
ぶ
ら
づ
き
て
、
つ
ね

に
精
進
物
の
あ
し
き
を
食
ふ
と
は
見
え
ざ
り
け
り
」
と
あ
り
、
行
者
（
＝
修
行
者
）
は
修

行
中
の
身
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
俗
っ
ぽ
い
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。
直
前
の
流
れ
か
ら
も
、

修
行
者
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
か
ら
も
「
彼
」
＝
修
行
者
だ
と
わ
か
る
。
本
文
は
随
筆
の
よ

う
な
も
の
な
の
で
、
①
～
③
を
「
思
ひ
や
る
」
の
は
筆
者
で
あ
る
。
よ
っ
て
「
誰
か
Ｃ
」

＝
筆
者
。 

設
問
解
説 

解
説 
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古
典
の
世
界
に
お
い
て
、
主
語
は
省
略
さ
れ
が
ち
だ
が
、
そ
の
場
合
は
、「
書
い
て
な

い
か
ら
わ
か
ら
な
い
」
の
で
は
な
く
、「
書
い
て
な
い
か
ら
こ
そ
、
主
語
は
筆
者
自
身
か
、 

筆
者
が
日
常
的
に
身
近
に
感
じ
て
い
る
人
だ
」
と
考
え
よ
う
。
私
た
ち
が
日
常
会
話
で
省

略
を
用
い
て
い
る
の
と
根
本
的
に
は
同
じ
な
の
で
あ
る
。 

主
語
を
判
断
す
る
方
法
を
整
理
し
て
お
こ
う
。 

・
敬
語
表
現
で
考
え
る 

身
分
な
ど
の
上
下
関
係
が
あ
る
場
合
に
は
、
尊
敬
語
…
主
体
は
高
貴
な
人
、
謙
譲
語
…
客

体
が
高
貴
な
人
な
ど
、
敬
語
の
使
わ
れ
方
で
主
語
を
識
別
で
き
る
。
し
か
し
、
身
分
関
係

が
そ
の
ま
ま
敬
語
の
使
用
の
有
無
に
反
映
さ
れ
な
い
場
合
（
互
い
に
敬
語
を
用
い
合
っ
て

い
る
場
合
）
、
敬
語
が
そ
こ
ま
で
適
切
に
使
用
さ
れ
て
い
な
い
場
合
（
擬
古
物
語
な
ど
）

が
あ
る
の
で
、
常
に
正
確
に
識
別
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
。 

・
接
続
助
詞
で
判
断 

接
続
助
詞
が
「
て
」「
で
」
の
場
合
、
主
語
は
変
化
し
な
い
。
一
方
で
、
接
続
助
詞
が
「
ば
」

「
ど
」
「
を
」
「
に
」
「
が
」
の
場
合
、
主
語
が
変
化
し
や
す
い
。 

・
文
学
知
識
を
用
い
る 

源
氏
物
語
の
よ
う
な
難
解
で
登
場
人
物
が
多
い
作
品
の
場
合
、
登
場
人
物
と
そ
の
人
物
関

係
を
あ
ら
か
じ
め
知
っ
て
い
て
、
内
容
に
大
体
の
見
当
が
つ
い
て
い
る
と
非
常
に
読
み
や

す
い
。
著
名
な
作
品
の
著
者
・
時
代
・
内
容
・
登
場
人
物
を
あ
ら
か
じ
め
イ
ン
プ
ッ
ト
し

て
お
く
と
、
そ
の
作
品
が
出
題
さ
れ
た
と
き
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
と
類
似
の
作
品
（
擬
古

物
語
な
ど
。
本
文
で
は
伊
勢
物
語
と
リ
ン
ク
し
て
い
る
部
分
が
多
数
存
在
し
て
い
る
）
が

出
題
さ
れ
た
と
き
も
、
人
物
関
係
や
事
実
関
係
を
把
握
し
や
す
く
、
動
作
の
主
体
を
的
確

に
推
測
で
き
る
。 

し
か
し
、
試
験
時
間
中
は
こ
こ
ま
で
考
え
ら
れ
る
時
間
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
今
回

の
場
合
は
「
ら
む
」
で
推
量
さ
れ
て
い
る
部
分
の
動
作
の
主
語
は
筆
者
で
は
な
い
、
と
い

う
考
え
方
を
用
い
れ
ば
時
間
の
短
縮
に
な
る
。 

問
二 

解
答 

《
合
格
答
案
》 

(

３)
 
 

寝
よ
う 

 
(

６)
  

焼
か
な
い
で
ほ
し
い 

《
満
点
答
案
》 

(

３)
  

寝
て
し
ま
お
う 

 
(

６)
  

焼
か
な
い
で
ほ
し
い 

難
易
度 

★
★
☆
☆
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

現
代
語
訳 

 

（
３
） 

「
な
む
」
に
は
、
他
者
へ
の
願
望
（
あ
つ
ら
え
）
を
表
す
終
助
詞
「
な
む
」
と
、
確
述

用
法
の
助
動
詞
「
な
む
」
が
あ
り
、
前
者
は
未
然
形
に
、
後
者
は
連
用
形
に
接
続
す
る
。

「
寝ぬ

」
は
ナ
行
下
二
段
活
用
動
詞
で
あ
り
、「
ね
／
ね
／
ぬ
／
ぬ
る
／
ぬ
れ
／
ね
よ
」
と
活

用
す
る
の
で
、
こ
の
場
合
の
「
寝
」
は
未
然
形
か
連
用
形
か
終
止
形
で
あ
る
。
終
止
形
に

接
続
す
る
「
な
む
」
は
な
い
の
で
、
自
動
的
に
未
然
形
か
連
用
形
と
判
断
で
き
る
。
現
代

語
訳
は
、
前
者
の
場
合
「
寝
て
ほ
し
い
」
、
後
者
の
場
合
「
寝
よ
う
、
寝
る
に
違
い
な
い
」

と
な
る
。
本
文
の
場
合
、
寝
る
可
能
性
が
あ
る
人
物
は
、
他
者
で
は
な
く
自
分
自
身
な
の

で
、
他
者
へ
の
願
望
を
意
味
す
る
前
者
は
不
適
。
文
脈
か
ら
、
適
切
な
訳
は
「
寝
よ
う
」

だ
と
わ
か
る
。
こ
の
ま
ま
で
も
十
分
正
解
だ
が
、
よ
り
確
述
用
法
ら
し
く
解
答
で
き
る
と

な
お
良
い
だ
ろ
う
。
確
述
用
法
の
訳
は
、
推
量
の
場
合
「
き
っ
と
～
だ
ろ
う
」
「
～
す
る

に
ち
が
い
な
い
」「
～
し
て
し
ま
い
そ
う
」
、
意
思
の
場
合
「
～
し
て
し
ま
う
つ
も
り
」「
き

っ
と
～
し
よ
う
」
「
～
て
し
ま
お
う
」
な
ど
が
あ
る
。 

 

(

６)
 

 

ポ
イ
ン
ト
は
「
な
む
」
の
意
味
判
断
。
「
あ
ら
な
ん
」
の
「
あ
ら
」
は
動
詞
の
未
然
形

解
説 
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な
の
で
、「
な
ん
」
は
他
者
へ
の
願
望
の
終
助
詞
。
直
訳
し
て
「
焼
か
な
い
で
ほ
し
い
」

と
な
る
。 

「
な
む
」
は
未
然
形
に
接
続
す
る
か
連
用
形
に
接
続
す
る
か
で
意
味
が
大
き
く
異
な
る

の
で
注
意
し
よ
う
。
「
～
も
あ
ら
な
む
」
を
用
い
た
和
歌
に
、 

高
砂
の
尾
の
上
の
桜
咲
き
に
け
り
外
山
の
霞
た
た
ず
も
あ
ら
な
む
（
権
中
納
言
匡
房
） 

（
訳
）
遠
く
に
あ
る
高
い
山
の
頂
に
あ
る
桜
が
咲
い
た
な
あ
。
美
し
い
桜
が
か
す
ん
で

し
ま
わ
な
い
よ
う
に 
人
里
近
く
に
あ
る
山
の
霞
が
立
た
ず
に
い
て
ほ
し
い
。 

と
い
う
も
の
が
あ
り
、
こ
こ
に
お
け
る
文
末
の
「
な
む
」
も
願
望
の
終
助
詞
で
、
「
立
た

な
い
で
い
て
く
れ
」
と
い
う
願
い
を
詠
っ
て
い
る
。 

 

問
三 

解
答 

《
合
格
答
案
》 

古
今
集
で
は
桜
は
残
ら
ず
散
る
か
ら
美
し
い
と
み
て
い
る
が
、
本
文
で
は
桜
は
散
っ
た

後
も
美
し
い
と
み
て
い
る
。
（

44
字
） 

《
満
点
答
案
》 

古
今
集
で
は
散
っ
た
桜
を
鑑
賞
の
対
象
と
捉
え
て
い
な
い
が
、
本
文
で
は
散
っ
た
状
態

も
美
し
い
と
み
て
い
る
。
（

43
字
） 

難
易
度 

★
★
★
☆
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

和
歌 

 

ま
ず
は
、
傍
線
部(

４)

の
歌
と
『
古
今
集
』
の
歌
を
訳
し
、
相
違
点
を
比
較
し
よ
う
。 

傍
線
部(

４)

の
歌
「
雲
と
見
え
雪
と
散
り
行
く
は
て
は
ま
た
花
の
波
た
つ
宇
津
の
山
河
」

を
訳
す
と
、「（
桜
の
花
が
）
雲
の
よ
う
に
見
え
、
雪
の
よ
う
に
散
り
行
く
先
は
、
再
び
花

が
浮
か
ん
だ
水
面
が
波
立
つ
宇
津
の
山
河
で
あ
る
」
と
な
り
、
ど
ん
な
状
態
で
も
美
し
い

桜
の
様
子
を
詠
ん
で
い
る
。
ま
た
、
和
歌
の
解
釈
が
で
き
な
く
て
も
、
「
桜
の
咲
き
～
お

ぼ
ゆ
る
。
ち
り
て
谷
川
に
流
る
る
さ
ま
、
は
た
め
で
た
し
。」
と
し
て
詠
ん
だ
和
歌
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
散
っ
た
後
の
桜
の
美
し
さ
に
つ
い
て
詠
ん
で
い
る
歌
と
わ
か
る
。
一
方
、

『
古
今
集
』
の
歌
「
の
こ
り
な
く
散
る
ぞ
め
で
た
き
桜
花
あ
り
て
世
の
中
は
て
の
憂
け
れ

ば
」
は
「
完
全
に
散
る
の
が
素
晴
ら
し
い
の
だ
桜
の
花
は
。
世
の
中
、
あ
り
続
け
た
先
は

つ
ら
い
も
の
だ
か
ら
」
と
な
り
、
桜
は
散
る
か
ら
美
し
い
と
詠
っ
て
い
る
。
両
者
を
比
較

す
る
と
、
古
今
集
は
、
桜
は
残
ら
ず
散
る
か
ら
美
し
く
、
本
文
で
は
桜
は
散
っ
た
後
も
美

し
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
散
る
桜
に
対
す
る
認
識
の
違
い
を
対
比
関
係
を
意
識
し
な
が
ら
、

ま
と
め
て
記
述
す
る
。 

余
裕
が
あ
る
な
ら
ば
、
問
題
文
の
「
桜
の
散
っ
た
後
に
対
す
る
見
方
」
と
い
う
部
分
に

注
目
し
て
み
よ
う
。
古
今
和
歌
集
の
歌
は
、
桜
が
散
る
こ
と
に
つ
い
て
詠
ん
で
い
る
が
、

散
っ
た
後
桜
は
消
え
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
た
め
、
そ
の
後
言
及
は
し
て
い
な
い
。
一

方
、
本
文
の
歌
は
、
散
っ
た
後
、
河
に
流
れ
て
い
る
様
子
を
詠
ん
で
い
る
た
め
、
い
か
な

る
場
合
も
自
然
に
目
を
向
け
る
筆
者
の
優
し
く
繊
細
な
視
点
が
読
み
取
れ
る
。
以
上
の
ポ

イ
ン
ト
を
踏
ま
え
る
と
《
満
点
答
案
》
と
な
る
。 

ち
な
み
に
、
桜
の
散
る
様
子
を
哀
愁
こ
め
て
詠
ん
だ
歌
は
多
数
存
在
す
る
。 

（
例
） 

世
の
中
に
た
え
て
桜
の
な
か
り
せ
ば
春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し
（
伊
勢
物
語
） 

（
訳
）
こ
の
世
の
中
に
ま
っ
た
く
桜
が
な
か
っ
た
の
な
ら
ば
春
の
人
の
心
は
平
穏
だ
ろ

う
に
。 

 
散
れ
ば
こ
そ
い
と
ど
桜
は
め
で
た
け
れ
う
き
世
に
な
に
か
久
し
か
る
べ
き
（
右
の
返
歌
） 

（
訳
）
散
る
か
ら
桜
は
素
晴
ら
し
い
の
だ
。
こ
の
憂
う
こ
と
の
多
い
世
の
中
に
何
が
長

い
間
存
在
す
る
だ
ろ
う
か
。
い
や
何
も
存
在
し
な
い
。 

 

解
説 
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散
り
ぬ
れ
ば
の
ち
は
あ
く
た
に
な
る
花
を
思
ひ
し
ら
ず
も
ま
ど
ふ
て
ふ
か
な
（
僧
正
遍

照
） 

（
訳
）
花
は
散
っ
て
し
ま
え
ば
汚
い
ご
み
に
な
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
蝶
は
そ
の
美
し
さ

に
惑
わ
さ
れ
て
飛
び
戯
れ
て
い
る
。 

い
ず
れ
も
、
桜
が
散
る
こ
と
の
は
か
な
さ
、
そ
の
刹
那
的
な
美
し
さ
を
詠
ん
で
い
る
。 

 

問
四 

解
答 

《
合
格
答
案
》 

山
の
火
が
風
に
よ
っ
て
延
焼
し
、
早
め
に
芽
吹
い
た
蕨
を
焼
き
尽
く
し
て
し
ま
う
か
も

し
れ
な
い
こ
と
。 

《
満
点
答
案
》 

蕨
の
成
長
の
た
め
の
野
焼
き
の
火
が
、
強
く
吹
い
て
き
た
風
で
強
ま
り
、
自
力
で
早
め

に
芽
吹
い
た
蕨
を
も
焼
き
尽
く
し
て
し
ま
う
こ
と 

難
易
度 

★
★
★
☆
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

内
容
説
明
（
要
約
型
） 

 

傍
線
部
の
前
後
を
読
ん
で
み
る
。 

「
丸
子
の
宿
の
う
し
ろ
の
山
に
火
の
た
か
く
燃
ゆ
れ
ば
、
う
ち
お
ど
ろ
か
れ
て
、『
あ
れ
は

い
か
に
』
と
問
へ
ば
、『
蕨
の
た
め
焼
く
な
り
』
と
い
ら
ふ
。『
た
だ
春
の
ひ
に
』
と
思
は

る
る
に
、
風
さ
へ
吹
け
ば
、
い
と
心
も
と
な
し
。 

春
の
野
に
下
も
え
い
そ
ぐ
早
蕨
を
さ
の
み
は
人
の
焼
か
ず
も
あ
ら
な
ん
」 

こ
の
あ
た
り
を
訳
す
と
、「
丸
子
の
宿
駅
の
後
ろ
に
あ
る
山
で
、
火
が
高
く
燃
え
て
い

た
の
で
、
驚
い
て
、『
あ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と
か
』
と
尋
ね
る
と
、『
蕨
の
た
め
に
焼
い
て

い
る
の
で
す
』
と
答
え
た
。
『
た
だ
春
の
日
差
し
に
』
と
思
っ
て
い
る
と
、
風
ま
で
も
が

吹
い
た
の
で
、
と
て
も
気
が
か
り
だ
。
春
の
野
原
で
急
い
で
芽
を
出
す
早
蕨
を
そ
う
む
や

み
に
人
は
焼
か
な
い
で
ほ
し
い
」
と
な
り
、
山
の
火
が
風
に
よ
っ
て
延
焼
し
て
早
く
に
芽

吹
い
た
蕨
を
焼
い
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
「
心
も
と
な
」
く
思
っ
て
い
る
。 

「
蕨
の
た
め
焼
く
な
り
」
と
い
う
言
葉
か
ら
山
の
火
は
、
植
物
を
焼
い
て
肥
料
と
す
る

「
野
焼
き
」（
一
種
の
焼
畑
農
業
）
だ
と
わ
か
る
。
筆
者
は
「
わ
ざ
わ
ざ
燃
や
さ
な
く
と
も

春
の
日
差
し
に
任
せ
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
に
」
と
考
え
て
お
り
、
強
引
で
人
工
的
な
野
焼
き

に
否
定
的
で
あ
る
。
野
焼
き
の
前
に
自
力
で
芽
を
出
し
た
、
早
蕨
が
野
焼
き
の
と
ば
っ
ち

り
を
受
け
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

問
五 

解
答 

《
合
格
答
案
》 

伊
勢
物
語
の
修
行
者
は
顔
見
知
り
で
あ
り
、
手
紙
を
信
頼
し
て
こ
と
づ
け
ら
れ
る
人
で

あ
る
が
、
本
文
の
修
行
者
は
俗
っ
ぽ
く
、
勝
手
に
手
紙
の
中
身
を
見
る
の
で
は
な
い
か

と
邪
推
し
て
し
ま
う
ほ
ど
信
頼
で
き
な
い
人
で
あ
る
。
（

87
字
） 

《
満
点
答
案
》 

伊
勢
物
語
の
修
行
者
は
清
貧
で
、
手
紙
を
信
頼
し
て
託
せ
る
顔
見
知
り
で
あ
る
が
、
本

文
の
修
行
者
は
肥
え
た
俗
人
で
、
勝
手
に
手
紙
を
読
む
の
で
は
な
い
か
と
邪
推
さ
せ
る

ほ
ど
信
頼
で
き
な
い
見
知
ら
ぬ
人
で
あ
る
。
（

83
字
） 

難
易
度 

★
★
★
☆
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

内
容
説
明
（
要
約
型
） 

 

 

ま
ず
は
問
題
文
に
引
用
さ
れ
て
い
る
伊
勢
物
語
を
通
読
し
よ
う
。 

 

ど
ん
ど
ん
行
き
進
ん
で
駿
河
の
国
に
着
い
た
。
宇
津
の
山
に
到
着
し
て
、
自
分
が
入
ろ

う
と
す
る
道
は
、
と
て
も
暗
く
細
い
も
の
で
、
蔦
や
楓
が
茂
り
、
な
ん
と
な
く
心
細
く
、

解
説 

解
説 
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（
こ
の
道
で
）
思
い
が
け
な
い
目
に
遭
う
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
修
行
者
に

出
会
っ
た
。 

「
こ
の
よ
う
な
道
を
、
ど
う
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か
」
と
（
修
行

者
が
）
言
う
の
で
見
て
み
る
と
、
知
っ
て
い
る
人
だ
っ
た
。
（
そ
こ
で
）
京
に
、
あ
の
人

の
御
も
と
に
（
届
け
よ
う
）
と
思
っ
て
、
手
紙
を
書
い
て
、（
修
行
者
に
）
こ
と
づ
け
た
。 

駿
河
の
宇
津
の
山
べ
で
は
、
現
実
で
も
夢
の
中
で
も
あ
な
た
に
会
わ
な
い
な
あ
。 

次
に
、
伊
勢
物
語
と
本
文
の
修
行
者
の
特
徴
を
ま
と
め
よ
う
。 

○
伊
勢
物
語
の
修
行
者 

・
顔
見
知
り 

・
徒
歩 

・
ち
ゃ
ん
と
修
行
を
し
て
い
る 

・
手
紙
を
託
し
た 

○
本
文
の
修
行
者 

・
初
め
て
会
っ
た
人
た
ち 

・
馬
に
乗
っ
て
い
た 

・
肉
づ
き
が
よ
く
つ
や
や
か 

・
精
進
料
理
を
食
べ
て
い
な
い
よ
う
だ 

・
手
紙
を
託
し
た
ら
、
興
味
を
持
っ
て
勝
手
に
中
身
を
見
そ
う
で
あ
る 

以
上
を
対
比
的
に
捉
え
る
と
、 

伊
勢
物
語
の
修
行
者
＝
顔
見
知
り
で
清
貧
で
信
頼
す
る
に
足
る
人
物 

本
文
の
修
行
者
＝
見
知
ら
ぬ
人
で
俗
っ
ぽ
く
信
頼
で
き
な
い
人
物 

と
な
る
の
で
、
こ
れ
を
記
述
す
る
。 

字
数
に
余
裕
が
あ
る
な
ら
、
本
文
の
「
昔
物
語
の
け
し
き
に
は
あ
ら
で
」
に
注
目
し
よ

う
。
伊
勢
物
語
の
修
行
者
は
清
貧
で
し
っ
か
り
と
修
行
を
し
て
い
る
の
に
対
し
、
本
文
の

修
行
者
は
俗
っ
ぽ
く
ま
と
も
に
修
行
し
て
い
な
い
と
い
う
描
写
も
織
り
込
ん
で
お
こ
う
。 

 

   

 
 

宇
津
の
峠
越
え
で
修
行
者
二
、
三
人
に
会
っ
た
。
昔
物
語
（
＝
伊
勢
物
語
）
の
様
子
と

は
異
な
り
、
馬
に
乗
っ
て
（
峠
を
）
渡
っ
て
い
た
。
法
師
な
ど
は
、
い
つ
も
徒
歩
で
み
す

ぼ
ら
し
い
が
、
様
態
は
感
じ
が
よ
く
殊
勝
で
あ
る
。
こ
の
修
行
者
共
は
、
肉
付
き
が
よ
く

つ
や
や
か
で
、
毎
日
精
進
料
理
の
不
味
い
も
の
を
食
べ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
修
行
者

に
た
わ
い
も
な
い
手
紙
を
こ
と
づ
け
た
な
ら
ば
、
興
味
を
も
っ
て
、
自
分
で
開
い
て
（
中

身
を
）
見
る
だ
ろ
う
と
想
像
す
る
の
も
罰
当
た
り
だ
ろ
う
か
。 

山
の
崖
に
す
み
れ
が
咲
い
て
い
た
の
を
（
見
つ
け
て
）
、 

 
 

や
よ
す
み
れ
…
…
（
あ
あ
、
す
み
れ
よ
。
気
ま
ぐ
れ
な
旅
な
ら
ば
、
一
晩
く
ら
い
は

寝
て
し
ま
お
う
、
宇
津
の
山
辺
で
） 

奥
深
い
山
に
生
え
て
い
る
木
々
の
中
に
桜
の
咲
い
て
い
る
木
を
見
つ
け
た
と
き
は
、
本

当
に
道
し
る
べ
を
得
た
気
持
ち
が
し
て
、
素
晴
ら
し
い
と
も
美
し
い
と
も
思
え
た
。
（
桜

の
花
が
）
散
っ
て
谷
の
川
に
流
れ
る
様
子
も
さ
ら
に
ま
た
素
晴
ら
し
い
。 

雲
と
見
え
雪
と
散
り
行
く
は
て
は
ま
た
花
の
波
た
つ
宇
津
の
山
河 

雲
と
見
え
…
…
（
桜
の
花
が
雲
の
よ
う
に
見
え
、
雪
の
よ
う
に
散
り
行
く
先
は
、
再

び
花
が
浮
か
ん
だ
水
面
が
波
立
つ
宇
津
の
山
河
で
あ
る
） 

 

丸
子
の
宿
駅
の
後
ろ
に
あ
る
山
で
、
火
が
高
く
燃
え
て
い
た
の
で
、
驚
い
て
、
「
あ
れ

は
ど
う
し
た
こ
と
か
」
と
訊
け
ば
、「
蕨
の
た
め
に
焼
い
て
い
る
の
で
す
」
と
答
え
た
。

「
た
だ
春
の
日
差
し
に
（
任
せ
て
ほ
し
い
）」
と
思
っ
て
い
る
と
、
風
ま
で
も
が
吹
い
た
の

で
、
と
て
も
気
が
か
り
だ
。 

春
の
野
に
…
…
（
春
の
野
原
で
急
い
で
芽
を
出
す
早
蕨
を
そ
う
む
や
み
に
人
は
焼
か

な
い
で
ほ
し
い
） 

 

本
文
解
説 

現
代
語
訳 
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・
注
の
和
歌
の
現
代
語
訳 

(
注
３)

 

春
の
野
に
…
…
（
春
の
野
原
で
す
み
れ
を
摘
み
に
来
た
私
だ
が
野
原
に
心
引
か

れ
て
一
晩
寝
て
し
ま
っ
た
） 

(

注
５)

 
焼
か
ず
と
も
…
…
（
野
焼
き
を
せ
ず
と
も
草
は
芽
吹
く
だ
ろ
う
春
日
の
野
原
で

は
。
た
だ
春
の
日
差
し
に
任
せ
て
お
い
て
ほ
し
い
） 

 

・
問
五
の
伊
勢
物
語
の
現
代
語
訳 

ど
ん
ど
ん
行
き
進
ん
で
駿
河
の
国
に
着
い
た
。
宇
津
の
山
に
到
着
し
て
、
自
分
が
入
ろ

う
と
す
る
道
は
、
と
て
も
暗
く
細
い
も
の
で
、
蔦
や
楓
が
茂
り
、
な
ん
と
な
く
心
細
く
、

（
こ
の
道
で
）
思
い
が
け
な
い
目
に
遭
う
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
修
行
者
に

出
会
っ
た
。「
こ
の
よ
う
な
道
を
、
ど
う
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か
。
」
と
（
修
行
者

が
）
言
う
の
で
見
て
み
る
と
、
知
っ
て
い
る
人
だ
っ
た
。
（
そ
こ
で
）
京
に
、
あ
の
人
の

御
も
と
に
（
届
け
よ
う
）
と
思
っ
て
、
手
紙
を
書
い
て
、
（
修
行
者
に
）
こ
と
づ
け
た
。 

駿
河
の
宇
津
の
山
辺
で
は
、
現
実
で
も
夢
の
中
で
も
あ
な
た
に
会
わ
な
い
な
あ
。 

 

 

け
し
き 

様
子
・
表
情 

や
さ
し 

①
つ
ら
い
・
恥
ず
か
し
い
（
奈
良
時
代
） 

②
優
美
だ
（
平
安
時
代
） 

③
殊
勝
だ
（
鎌
倉
～
室
町
時
代
） 

④
優
し
い
（
江
戸
時
代
以
降
） 

・
時
代
に
よ
っ
て
意
味
が
大
き
く
異
な
る
単
語
で
あ
る
。
要
注
意
。 

そ
ぞ
ろ
な
り 

①
（
連
用
形
「
そ
ぞ
ろ
に
」
の
形
で
）
な
ん
と
な
く
・
む
や
み
に
②
理
由

が
な
い
③
関
係
が
な
い 

物
ゆ
か
し
が
る[

他
ラ
四] 

①
何
か
に
つ
け
て
②
見
た
が
る
・
聞
き
た
が
る
・
知
り
た
が

る 

・
接
頭
語
「
も
の
」
＋
形
容
詞
「
ゆ
か
し
」（
見
た
い
・
聞
き
た
い
）
＋
接
尾
語
「
が
る
」 

お
の
れ 

①
自
分
自
身
②
私
③
お
ま
え 

思
ひ
や
る[

他
ラ
四]  

①
気
晴
ら
し
を
す
る
②
思
い
を
は
せ
る
③
気
遣
う 

め
づ
ら
し 

素
晴
ら
し
い 

あ
は
れ
な
り 

心
に
し
み
る
・
美
し
い 

め
で
た
し 

素
晴
ら
し
い 

い
ら
ふ[

自
ハ
下
二] 

答
え
る
・
返
事
を
す
る 

い
と 

と
て
も 

心
も
と
な
し  

①
不
安
だ
②
じ
れ
っ
た
い 

  

【
コ
ラ
ム
①
】
和
歌
の
技
法 

・
本
歌
取
り 

本
歌
取
り
と
は
、
昔
の
有
名
な
歌
の
用
語
や
語
句
な
ど
を
取
り
入
れ
て
歌

を
詠
む
こ
と
で
あ
る
。
も
と
の
歌
（
本
歌
）
と
あ
わ
せ
て
二
重
の
味
わ
い
を

楽
し
む
も
の
で
あ
る
。 

本
文
で
登
場
し
た
伊
勢
物
語
の
和
歌
に
も
本
歌
取
り
の
歌
が
あ
る
。 

春
日
野
の 

若
紫
の
摺
り
衣 

し
の
ぶ
の
乱
れ 

か
ぎ
り
し
ら
れ
ず 

春
日
野
に
生
え
て
い
る
若
紫
で
摺
り
染
め
た
こ
の
着
物
の
し
の
ぶ
摺
り
の 

模
様
の
よ
う
に
、
美
し
い
貴
女
方
を
恋
い
慕
う
私
の
心
は
限
り
な
く
思
い 

乱
れ
て
い
ま
す 

こ
れ
は
美
し
い
姉
妹
に
主
人
公
が
贈
っ
た
歌
だ
が
、 

用
語
解
説 
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み
ち
の
く
の 

し
の
ぶ
も
づ
摺
り 

誰
ゆ
ゑ
に 

乱
れ
そ
め
に
し 

わ
れ 

な
ら
な
く
に 

陸
奥
で
作
ら
れ
る
し
の
ぶ
摺
り
の
模
様
の
よ
う
に
私
の
心
が
乱
れ
て
い
る 

の
は
誰
の
せ
い
で
し
ょ
う
か
。
私
の
せ
い
で
は
な
い
の
に
（
あ
な
た
の
せ 

い
で
す
よ
） 

と
い
う
心
に
秘
め
た
片
思
い
を
詠
ん
だ
古
今
和
歌
集
の
歌
を
も
と
に
詠
ん
で

い
る
。 

 

・
掛
詞 

一
語
で
二
つ
の
意
味
を
も
た
せ
る
技
法
で
、
現
代
で
い
う
駄
洒
落
で
あ
る
。 

花
の
色
は 

う
つ
り
に
け
り
な 

い
た
づ
ら
に 

わ
が
身
世
に
ふ
る 

な 

が
め
せ
し
ま
に 

 

花
の
色
（
美
貌
）
は
す
っ
か
り
色
あ
せ
て
し
ま
っ
た
な
あ 

長
雨
が
降
っ 

て
い
る
間
に 

ぼ
ん
や
り
と
物
思
い
に
ふ
け
っ
て
い
る
間
に 

こ
れ
は
小
野
小
町
の
歌
だ
が
、「
ふ
る
」
は
「
降
る
」
と
「
経
る
」
、「
な
が
め
」

は
「
長
雨
」
と
「
眺
め
」
の
掛
詞
で
あ
る
。
こ
の
掛
詞
に
よ
っ
て
、
長
雨
に

よ
っ
て
色
あ
せ
た
桜
の
色
に
物
思
い
に
ふ
け
っ
て
い
る
間
に
衰
え
て
し
ま
っ

た
自
身
の
美
貌
を
重
ね
て
よ
り
深
い
味
わ
い
の
あ
る
歌
に
な
っ
て
い
る
。 

 

・
縁
語 

語
句
に
関
係
の
深
い
言
葉
を
連
ね
て
、
面
白
味
を
出
す
技
法
で
あ
る
。 

玉
の
緒
よ 

絶
え
な
ば
絶
え
ね 

な
が
ら
へ
ば 

忍
ぶ
る
こ
と
の 

弱
り 

も
ぞ
す
る 

 

魂
と
肉
体
を
結
ぶ
糸
よ 

切
れ
る
な
ら
切
れ
て
し
ま
え 

生
き
な
が
ら
え 

て
し
ま
っ
た
ら 

恋
心
を
抑
え
る
理
性
が
弱
く
な
っ
て
困
る
か
ら 

こ
れ
は
斎
院
で
あ
る
式
子
内
親
王
が
詠
ん
だ
歌
で
、
忍
ぶ
恋
が
テ
ー
マ
で
あ

る
。
玉
の
緒
と
は
命
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
命
と
関
係
の
深
い
「
絶
ゆ
（
絶

命
す
る
）
」「
な
が
ら
ふ
（
生
き
な
が
ら
え
る
）」「
弱
る
（
衰
弱
す
る
）」
が
縁

語
と
な
っ
て
い
る
。 

 【
コ
ラ
ム
②
】
野
焼
き 

本
文
で
は
春
に
早
蕨
の
た
め
に
山
を
焼
い
て
い
る
シ
ー
ン
が
登
場
し
て
い
る

が
、
こ
れ
は
「
野
焼
き
」
の
場
面
で
あ
る
。
新
し
い
草
が
よ
く
生
え
る
よ
う

に
、
早
春
、
野
原
の
枯
れ
草
を
焼
い
て
そ
の
灰
を
肥
料
に
す
る
。 

  

（
山
縣
奏
、
築
島
愛
美
、
山
崎
恭
子
） 
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