
令
和
四
年
度 

入
試
問
題 

解
説 

【
五
〇
分
・
一
〇
〇
点
・
詳
細
非
公
表
】  

【 

一 

】
説
明
的
文
章
（
論
説
） 

〈
出
典
〉 

『
文
学
の
ト
リ
セ
ツ
―
「
桃
太
郎
」
で
文
学

が
わ
か
る
！
』（
五
月
書
房
新
社
） 

 

文
学
に
つ
い
て
興
味
は
あ
る
が
「
何
か
ら
読

め
ば
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
」
と
思
っ
て
い
る

人
に
向
け
て
書
か
れ
た
、
や
さ
し
い
入
門
書
。

「
文
学
」
と
は
ど
ん
な
学
問
な
の
か
、
ど
の
よ

う
な
価
値
が
あ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
に
勉
強
す

る
の
を
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
て
い
る
。「
文
学
」

の
奥
深
さ
と
面
白
さ
を
学
べ
る
一
冊
。 

 

〈
筆
者
〉 

小
林
真
大
（
こ
ば
や
し
ま
さ
ひ
ろ
） 

山
形
県
生
ま
れ
。
早
稲
田
大
学
国
際
教
養
学

部
卒
業
。
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ス
ク
ー
ル
に

て
国
際
バ
カ
ロ
レ
ア
の
文
学
教
師
を
勤
め
る
。

著
書
に
、『
や
さ
し
い
文
学
レ
ッ
ス
ン
―
「
読
み
」

を
深
め
る
２
０
の
手
法
』
（
雷
鳥
社
）、
『
「
感
想

文
」
か
ら
「
文
学
批
評
」
へ
―
高
校
・
大
学
か
ら

始
め
る
批
評
入
門
』（
小
鳥
遊
書
房
）
な
ど
。 

 

問
一 

漢
字
の
書
き
取
り 

ａ
領
域
、
ｂ
留
、
ｃ
貧
困
、
ｄ
抽
象 

漢
字
や
語
句
に
関
し
て
は
、
本
文
中
で
ど
の

よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
る
か
も
あ
わ
せ
て
学
習

し
た
い
。
辞
書
な
ど
を
用
い
、
類
語
に
つ
い
て

知
識
も
広
が
る
よ
う
学
習
し
た
い
。 

 

問
二 

語
彙 

Ａ
「
と
り
わ
け
」
は
「
こ
と
さ
ら
に
。
特
別

に
」
の
意
味
、
よ
っ
て
正
解
は
イ
。
Ｂ
「
い
か
な

る
」
は
「
ど
の
よ
う
な
。
ど
う
い
う
」
の
意
味
、

よ
っ
て
正
解
は
ア
。 

 

問
三 

構
成
・
展
開
の
意
図 

傍
線
部
①
の
意
図
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
①

の
直
前
に
、
「
脱
構
築
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、

『
構
築
』
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
知
る
必
要
が

あ
り
ま
す
」
と
あ
り
、
正
解
は
エ
。
ア
は
「
デ
リ

ダ
や
他
の
思
想
家
の
考
え
を
理
解
す
る
た
め
に

は
」
と
目
的
が
ず
れ
て
い
る
た
め
誤
り
。
イ
は

「
紛
ら
わ
し
い
意
味
を
区
別
す
る
た
め
」、
ウ
は

「
話
題
の
入
口
を
用
意
す
る
た
め
」
が
本
文
に

根
拠
を
見
出
せ
な
い
た
め
誤
り
。 

 

問
四 

要
旨
の
理
解 

傍
線
部
②
の
説
明
を
答
え
る
問
題
。
傍
線
部

②
は
３
に
あ
る
が
、
答
え
の
要
件
は
８
に
「
構

築
と
は
す
な
わ
ち
、
社
会
を
構
成
す
る
様
々
な

二
項
対
立
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
の
で
す
」
と
明

言
さ
れ
て
お
り
、
正
解
は
ウ
。
ア
は
「
結
婚
に
関

連
し
た
論
理
的
な
シ
ス
テ
ム
」、
イ
は
「
世
界
が

成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
」、
エ
は
「
思
想

家
た
ち
の
主
張
」
が
誤
り
。 

 

問
五 

要
点
の
要
約 

傍
線
部
③
に
関
す
る
具
体
的
な
記
述
を
た
ど

り
、
正
誤
を
見
定
め
る
問
題
。
４
か
ら
７
を
参

照
す
る
。
正
解
は
ア
。
イ
は
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
だ

け
は
唯
一
」
が
本
文
の
内
容
と
反
す
る
。
ウ
は

「
当
初
か
ら
の
目
的
で
あ
っ
た
」、
エ
は
「
西
洋

社
会
が
最
も
優
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
を
強
く

批
判
し
た
」
が
本
文
に
な
い
記
述
で
あ
り
、
誤

り
。 



問
六 

因
果
関
係
の
理
解 

 
傍
線
部
④
の
説
明
に
答
え
る
問
題
。
前
問
を

ス
テ
ッ
プ
に
し
て
考
え
た
い
。
正
解
は
ウ
。
ア

は
「
学
術
的
な
根
拠
の
な
い
偏
見
」、
「
西
洋
以

上
に
進
歩
し
て
い
る
側
面
が
明
ら
か
に
な
っ
た
」

が
誤
り
。
前
者
は
知
識
人
の
間
に
も
見
ら
れ
た

見
解
で
あ
り
、
後
者
は
「
西
洋
以
上
」
と
い
う
記

述
が
本
文
に
な
い
。
イ
は
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

の
先
住
民
の
神
話
の
中
に
も
西
洋
の
神
話
と
同

様
の
対
立
構
造
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
」
が
誤

り
。
エ
は
「
先
住
民
の
様
々
な
習
慣
に
は
代
数

学
の
理
論
が
使
わ
れ
て
い
た
」
が
本
文
に
な
い

記
述
の
た
め
誤
り
。 

 

問
七 

情
報
の
図
表
へ
の
整
理 

表
の
該
当
す
る
箇
所
に
適
切
な
語
彙
を
本
文

か
ら
抜
き
出
す
問
題
。
９
の
具
体
的
な
記
述
か

ら
、
Ａ
が
「
人
類
／
自
然
」、
Ｂ
が
「
お
じ
い
さ

ん
と
お
ば
あ
さ
ん
」、
Ｃ
が
「
桃
太
郎
」、
Ｄ
が

「
鬼
」
で
あ
る
。 

 

問
八 

内
容
と
構
成
・
展
開
の
つ
な
が
り 

 

そ
れ
ぞ
れ
の
形
式
段
落
に
お
け
る
話
題
、
ま

た
形
式
段
落
の
内
容
的
な
ま
と
ま
り
を
問
う
問

題
。
正
解
は
エ
。
ア
は
「
そ
の
社
会
的
意
義
に
つ

い
て
解
説
し
て
い
る
」
が
本
文
に
反
す
る
た
め
、

誤
り
。
イ
は
「
文
学
作
品
に
限
ら
な
い
あ
ら
ゆ

る
学
問
領
域
に
お
い
て
」、
ウ
は
「
ア
ジ
ア
の
文

化
が
い
か
に
見
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
が

説
明
さ
れ
て
い
る
」、 

  

【 

二 

】
文
学
的
文
章
（
短
歌
と
短
歌
に
関

連
す
る
文
章
） 

〈
出
典
〉 

・
短
歌 

塚
本
邦
雄
『
感
幻
樂
』（
白
玉
書
房
・
一
九
六

九
年
） 

【
資
料
Ⅰ
】 

『
鑑
賞 

日
本
の
名
歌
』（
角
川
学
芸
出
版
・
二

〇
一
三
年
） 

明
治
以
降
の
日
本
の
名
歌
を
、「
自
然
」
「
生

活
」「
人
生
」「
社
会
」「
恋
」
な
ど
の
テ
ー
マ
に

わ
け
て
、
作
品
の
背
景
や
作
者
紹
介
、
鑑
賞
の

ポ
イ
ン
ト
な
ど
を
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
。 

 
【
資
料
Ⅱ
】 

『
今
を
生
き
る
た
め
の
現
代
詩
』（
講
談
社
・
二

〇
一
三
年
） 

詩
と
は
、
詩
を
読
む
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か

を
テ
ー
マ
に
、
豊
か
で
お
も
し
ろ
い
日
本
語
表

現
の
最
尖
端
を
考
え
る
。
詩
人
た
ち
明
か
す
、

至
福
の
あ
じ
わ
い
方
を
通
し
て
、
詩
は
難
解
で

意
味
不
明
と
す
る
考
え
に
対
し
て
詩
の
本
質
を

語
り
か
け
る
。 

 

〈
筆
者
〉 

塚
本
邦
雄
（
つ
か
も
と
く
に
お
） 

一
九
二
〇
年
、
滋
賀
県
生
ま
れ
。
二
〇
〇
五

年
没
。
短
歌
を
中
心
に
、
詩
、
小
説
、
評
論
と
広

範
に
執
筆
。
一
九
八
五
年
に
短
歌
結
社
『
玲
瓏
』

を
創
刊
し
、
主
宰
。
歌
集
に
『
水
葬
物
語
』
ほ
か

二
十
三
冊
。
受
賞
歴
多
数
。 

 

渡
邊
十
絲
子
（
わ
た
な
べ
と
し
こ
） 

一
九
六
四
年
、
東
京
都
生
ま
れ
。
早
稲
田
大

学
文
学
部
文
芸
専
修
卒
業
。
鈴
木
志
郎
康
の
ゼ

ミ
で
詩
を
書
き
始
め
、
卒
業
制
作
の
第
一
詩
集



『
Ｆ
の
残
響
』
で
小
野
梓
記
念
芸
術
賞
を
受
賞
。

詩
集
に
『
千
年
の
祈
り
』
、『
真
夏
、
ま
ぼ
ろ
し

の
日
没
』
な
ど
。 

 

※
『
鑑
賞 

日
本
の
名
歌
』
は
編
集
部
編
の
た

め
、
筆
者
の
情
報
は
割
愛
。 

 

問
一 

短
歌
の
鑑
賞 

【
資
料
Ⅰ
】
の
空
欄
を
補
充
す
る
問
題
。
内

容
理
解
を
問
う
問
題
で
も
あ
る
が
、
短
詩
型
の

知
識
を
問
う
問
題
で
も
あ
る
。
俳
句
は
一
句
二

句
、
短
歌
は
一
首
二
首
と
読
む
の
で
Ａ
は
ア
。

短
歌
の
初
め
の
五
七
五
の
三
句
が
上
の
句
、
後

の
七
七
の
第
四
句
と
第
五
句
を
下
の
句
と
言
う
。

よ
っ
て
Ｂ
が
エ
、
Ｃ
が
ウ
。
「
洗
は
ば
」「
恋
は

ば
」
は
未
然
形
に
接
続
す
る
助
詞
「
ば
」
で
仮
定

条
件
（
～
な
ら
ば
）、
よ
っ
て
Ｄ
は
オ
が
正
解
。

ま
た
、「
洗
は
ば
」
「
恋
は
ば
」
を
用
い
て
対
句

的
に
表
現
し
て
お
り
、
Ｅ
は
キ
が
正
解
と
な
る
。 

 

問
二 

批
評
の
根
拠
の
理
解
（
因
果
関
係
） 

筆
者
の
主
張
で
あ
る
傍
線
部
①
の
理
由
を
問

う
問
題
。
ま
ず
、
傍
線
部
の
主
語
が
同
段
落
冒

頭
の
「
そ
う
し
た
詩
」
で
あ
る
こ
と
を
捉
え
る
。

「
そ
う
し
た
詩
」
の
指
示
語
を
た
ど
り
な
が
ら

「『
生
の
実
感
』
を
読
む
人
に
想
起
さ
せ
～
リ
ア

リ
テ
ィ
ー
を
感
じ
さ
せ
る
タ
イ
プ
の
」
詩
、「
た

と
え
ば
馬
に
つ
い
て
書
か
れ
た
詩
だ
と
す
る
と

～
具
体
的
な
感
覚
描
写
を
と
お
し
て
、『
こ
の
詩

に
書
か
れ
た
馬
は
、
い
か
に
も
馬
で
あ
る
』
と

感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
詩
」、「
そ
う
い
う
『
自
分

が
す
で
に
知
っ
て
い
る
感
覚
の
再
現
』
を
し
て

く
れ
る
も
の
だ
け
が
『
詩
』
な
の
か
も
し
れ
な

い
」
な
ど
の
記
述
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
正

解
は
イ
。
ア
は
「
鑑
賞
方
法
は
」
と
主
語
が
ず
れ

て
お
り
、
ま
た
「
専
門
的
な
知
見
が
必
要
」
な
ど

の
記
述
は
本
文
に
根
拠
が
な
い
。
ウ
は
「
詩
と

し
て
認
め
た
く
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
」

が
、
エ
は
「
そ
も
そ
も
詩
と
し
て
読
も
う
と
し

て
く
れ
な
い
」
が
本
文
に
な
い
記
述
。 

 

問
三 

批
評
文
の
構
成
・
展
開
の
意
図 

例
示
の
意
図
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
②
の
直

前
に
「
つ
ま
り
」
の
要
約
表
現
を
伴
っ
て
「『
実

感
の
再
現
』
な
ど
と
は
ほ
と
ん
ど
無
関
係
の
詩

な
の
だ
っ
た
」
と
あ
る
。『
実
感
の
再
現
』
は
前

問
で
問
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
理
解
を
ス
テ
ッ
プ

に
読
み
進
め
た
い
。
傍
線
部
②
の
後
、「
し
か
し
」

の
逆
接
を
挟
ん
で
、「
こ
の
短
歌
は
馬
の
具
体
的

な
馬
ら
し
さ
な
ど
ひ
と
つ
も
描
い
て
い
な
い
」

と
書
い
て
い
る
。
正
解
は
エ
。
イ
は
「
馬
に
関
す

る
記
述
は
い
っ
さ
い
な
さ
れ
な
い
」
が
誤
り
。

「
馬
の
た
ま
し
ひ
」
と
い
う
「
馬
」
に
関
す
る
記

述
は
な
さ
れ
て
い
る
。
ア
と
ウ
に
つ
い
て
は
、

筆
者
の
主
張
や
鑑
賞
の
一
部
と
し
て
は
正
し
い

が
、
そ
の
よ
う
な
詩
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
誤
り
。 

 

問
四 

伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
知
識 

１
「
小
春
」
が
冬
。
２
「
蛙
」
が
春
。
３
「
月
」

が
秋
。
い
ず
れ
も
小
学
校
・
中
学
校
の
授
業
で

扱
わ
れ
や
す
い
俳
句
に
用
い
ら
れ
る
基
礎
的
な

季
語
。
ま
た
、
季
語
を
調
べ
る
際
に
は
単
に
辞

書
で
確
認
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
歳
時
記
も
開

い
て
言
葉
の
理
解
を
深
め
て
お
き
た
い
。 

 

問
五 

俳
句
の
鑑
賞
と
複
数
資
料
の
読
解 

 

本
文
の
記
述
を
踏
ま
え
、
そ
れ
に
該
当
す
る



例
句
を
選
択
す
る
問
題
。
傍
線
部
④
直
後
、「
ア

フ
ォ
リ
ズ
ム
」
な
ど
の
や
や
難
し
い
語
句
も
あ

る
が
、「
つ
ま
り
」
の
あ
と
の
「
馬
と
い
う
具
体

的
な
存
在
の
実
感
を
描
写
し
た
も
の
で
は
な
い
」

と
い
う
記
述
の
み
を
踏
ま
え
た
と
し
て
も
解
け

た
問
題
で
あ
る
。
正
解
ウ
。
ア
、
イ
、
エ
は
具
体

的
な
事
物
に
対
す
る
描
写
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

 

問
六 

資
料
間
の
性
質
の
理
解
（
対
比
関
係
） 

 

二
つ
の
資
料
を
読
み
比
べ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特

性
と
内
容
を
問
う
問
題
。
正
解
は
ア
。
イ
に
は

「
塚
本
の
短
歌
を
『
実
感
の
再
現
』
を
読
者
に

体
感
さ
せ
る
タ
イ
プ
の
詩
で
あ
る
」
と
あ
り
、

本
文
と
は
逆
の
こ
と
が
述
べ
て
い
る
。
ウ
に
は

「
主
観
的
な
観
点
を
一
切
排
し
て
」
や
「
書
か

れ
て
い
る
言
葉
の
意
味
や
効
用
の
み
に
着
目
」

と
あ
り
、
誤
り
。
エ
に
は
「
塚
本
の
短
歌
を
『
再

現
力
』
あ
る
詩
の
例
と
し
て
批
評
的
に
扱
っ
て

い
る
」
と
あ
る
が
、
む
し
ろ
逆
の
例
と
し
て
挙

げ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
も
誤
り
。 

 

問
七 

複
数
資
料
を
踏
ま
え
た
探
究
学
習 

複
数
の
テ
キ
ス
ト
を
読
解
し
、
思
考
す
る
問

題
。
選
択
肢
オ
（
生
徒
Ｅ
）
の
「
実
感
を
再
現
さ

せ
る
歌
と
言
え
る
ね
」
が
不
適
当
。
本
文
中
で

は
、
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
詩
で
は

な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

  

【 

三 

】 

古
文
読
解 

 

〈
出
典
〉 

『
宇
治
拾
遺
物
語
』 

鎌
倉
前
期
の
説
話
集
。
編
者
不
詳
。
一
九
七

話
の
長
短
編
説
話
を
集
録
し
、
ひ
ら
が
な
本
位

の
和
文
体
で
記
し
た
典
型
的
な
説
話
集
。 

 

問
一 

歴
史
的
仮
名
遣
い 

ａ
「
や
う
な
る
」
は
、
発
音
す
る
場
合
は
「
ａ

ｕ
」
→
「
ｏ
ｕ
」
と
な
る
た
め
、「
よ
う
な
る
」

と
な
る
。
ｂ
「
笑
ひ
け
る
」
は
、
語
頭
を
除
く

「
は
行
」
は
「
ワ
行
」
に
改
め
る
知
識
を
有
し
て

い
れ
ば
解
答
で
き
る
。
解
答
の
条
件
と
し
て
全

て
平
仮
名
で
答
え
よ
と
あ
る
た
め
、「
わ
ら
い
け

る
」
と
な
る
。
ｃ
「
ゐ
に
け
り
」
は
、「
ワ
行
」

の
「
ゐ
・
ゑ
・
を
」
は
「
い
・
え
・
お
」
と
改
め

る
た
め
、「
い
に
け
り
」
と
な
る
。 

 
問
二 
文
語
文
中
の
語
彙
の
理
解 

「
い
た
く
」
は
も
と
の
か
た
ち
が
「
い
た
し
」、

程
度
の
は
な
は
だ
し
い
様
子
を
示
し
、
文
脈
に

も
よ
る
が
「
ひ
ど
い
」「
激
し
い
」
な
ど
と
解
釈

す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
正
解
は
エ
と
な
る
。

Ｂ
「
わ
び
て
」
は
、
物
事
が
思
い
通
り
に
な
ら
ず

困
惑
し
た
り
苦
し
ん
だ
り
す
る
様
子
を
示
す
。

「
嘆
く
」「
困
る
」
な
ど
と
解
釈
で
き
る
た
め
正

解
は
ウ
と
な
る
。
現
代
語
や
こ
れ
ま
で
に
学
習

し
た
古
典
作
品
で
学
ん
だ
語
句
、
文
脈
か
ら
古

語
を
推
測
し
な
が
ら
読
解
を
す
る
技
術
・
態
度

を
求
め
て
い
る
。 

 

問
三 

文
語
文
の
特
徴
に
関
す
る
問
題 

傍
線
部
①
「
生
侍
」
は
、「
あ
り
け
り
。
（
い

た
）」
と
続
く
の
で
、
主
語
と
な
る
文
節
を
作
る

「
が
」
を
補
う
の
が
適
当
で
あ
る
。
よ
っ
て
正

解
は
イ
。
傍
線
部
②
「
我
」
は
、「
持
ち
た
る
物

な
し
。（
持
っ
て
い
る
物
が
な
い
）」
と
続
く
。

よ
っ
て
正
解
は
ア
。
傍
線
部
⑥
「
文
」
は
、「
書

き
て
（
書
い
て
）」
と
続
く
の
で
、
連
用
修
飾
語



を
作
り
、
時
間
・
場
所
・
目
的
・
結
果
な
ど
を
表

す
、「
を
」
が
適
当
。
よ
っ
て
正
解
は
エ
。 

 

問
四 

論
旨
の
理
解
（
同
義
関
係
） 

「
貯
へ
た
る
物
」
は
「
今
手
持
ち
の
物
」
と
現

代
語
訳
す
る
。
傍
線
部
の
直
後
に
「
清
水
に
二

千
度
参
り
た
る
こ
と
の
み
な
む
あ
る
（
清
水
寺

に
二
千
度
参
り
を
し
た
、
そ
の
功
徳
だ
け
が
あ

る
）。」
と
あ
る
の
で
、
正
解
は
イ
。 

 

問
五 

係
り
結
び
の
法
則 

文
の
結
び
は
終
止
形
だ
が
、
文
中
に
係
助
詞

「
ぞ
」「
な
む
」「
や
」「
か
」「
こ
そ
」
が
あ
る

と
、
係
り
結
び
と
な
る
。
④
「
あ
る
」
は
、
傍
線

部
を
含
む
一
文
中
に
「
な
む
」
と
い
う
係
助
詞

が
あ
る
の
で
、
連
体
形
で
結
ぶ
。
そ
の
た
め
、
正

解
は
エ
。
⑦
「
め
」
は
、
傍
線
部
を
含
む
一
文
中

に
「
こ
そ
」
と
い
う
係
助
詞
が
あ
る
の
で
、
已
然

形
で
結
ぶ
。
そ
の
た
め
、
正
解
は
オ
。 

 

問
六 

論
旨
の
理
解
（
因
果
関
係
） 

「
謀
る
」
に
は
「
だ
ま
す
」「
欺
く
」
な
ど
と

い
う
意
味
が
あ
る
。
よ
っ
て
、「
だ
ま
す
の
だ
ろ

う
と
思
っ
た
」
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
イ
が
正
解
で
あ
る
。
ア
は
「
う
ら
や
ま
し
く

感
じ
た
」
が
、
ウ
は
「
感
心
し
た
た
め
」
が
誤

り
。
エ
は
負
け
侍
の
言
葉
を
受
け
た
も
の
で
は

な
く
、
ま
た
、
オ
は
双
六
で
勝
っ
た
侍
は
千
日

詣
を
し
て
い
な
い
た
め
不
適
当
。 

 

問
七 

論
旨
の
理
解
（
同
義
と
対
比
関
係
） 

こ
の
設
問
に
取
り
組
む
に
あ
た
り
、
問
五
で

も
触
れ
た
「
傍
ら
に
て
聞
く
人
」
の
発
言
に
着

目
す
る
。「
謀
る
な
り
と
、
を
こ
に
思
ひ
て
笑
ひ

け
る
」
と
あ
る
の
で
、
負
け
た
侍
は
勝
っ
た
侍

を
だ
ま
す
つ
も
り
な
の
で
あ
る
。
負
け
た
侍
は

目
に
見
え
な
い
」
も
の
を
真
摯
に
受
け
取
ろ
う

と
す
る
双
六
の
相
手
を
愚
か
者
と
し
て
見
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
よ
っ
て
正
解
は
ウ
。 

 

問
八 

省
略
さ
れ
た
主
体
（
主
語
）
の
特
定 

「
二
千
度
参
り
つ
る
事
、
そ
れ
が
し
に
双
六

に
打
ち
入
れ
つ
」
と
書
い
て
与
え
た
の
は
、「
負

け
た
侍
」
で
あ
る
。
そ
の
た
め
そ
れ
を
受
け
取

り
、
喜
ん
で
「
伏
し
拝
ん
だ
」
の
は
「
勝
っ
た

侍
」
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
正
解
は
ウ
。 

 
問
九 
会
話
文
の
特
定 

会
話
文
の
見
つ
け
方
と
し
て
、
会
話
や
引
用

を
表
す
「
と
・
と
て
」
や
、「
言
ふ
・
申
す
」
な

ど
の
語
に
着
目
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
双

六
に
勝
っ
た
侍
の
「
い
と
よ
き
事
な
り
。
渡
さ

ば
得
ん
」
の
後
に
「
と
い
ひ
て
」
と
書
か
れ
て
い

る
の
で
、
こ
こ
が
会
話
文
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
よ
っ
て
、「
い
と
よ
」
が
正
解
と
な
る 

 

問
十 

要
旨
の
理
解 

本
文
を
解
釈
し
て
行
く
過
程
で
、
登
場
人
物

の
心
情
・
行
動
・
そ
の
理
由
を
と
ら
え
る
こ
と

が
読
解
を
行
う
上
で
は
大
切
で
あ
る
。
本
文
は
、

勝
っ
た
侍
が
千
日
詣
を
二
度
し
た
経
験
と
い
う

目
に
は
見
え
な
い
も
の
だ
が
誠
実
な
心
で
受
け

取
っ
た
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

よ
っ
て
「
目
に
見
え
ぬ
も
の
な
れ
ど
、
ま
こ
と

の
心
を
致
し
て
請
け
取
り
け
れ
ば
、
仏
、
哀
れ

と
思
し
め
し
た
り
け
る
な
め
り
。（
目
に
見
え
ぬ

も
の
で
は
あ
る
が
、
誠
の
心
を
尽
く
し
て
受
け

取
っ
た
の
で
、
仏
も
感
心
と
お
思
い
に
な
ら
れ



た
の
で
あ
ろ
う
）」
の
ア
が
正
解
。 

 

〈
現
代
語
訳
例
〉 

今
は
昔
、
人
の
も
と
に
士
官
し
て
い
る
若
侍

が
い
た
。
何
も
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
、
人
の

ま
ね
を
し
て
清
水
寺
へ
の
千
日
参
り
を
二
度
も

し
た
。
そ
の
後
さ
ほ
ど
た
た
な
い
う
ち
に
、
主

人
の
も
と
に
仕
え
て
い
た
同
じ
よ
う
な
侍
と
双

六
を
打
っ
た
が
、
ひ
ど
く
負
け
て
相
手
に
渡
す

も
の
が
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
相
手
が
激
し
く
責

め
た
て
る
の
で
、
困
っ
て
し
ま
い
、「
わ
た
し
は
、

何
も
持
っ
て
い
な
い
。
た
だ
今
手
持
ち
の
物
と

い
っ
て
は
、
清
水
寺
に
二
千
度
参
り
を
し
た
そ

の
功
徳
だ
け
だ
。
そ
れ
を
渡
そ
う
」
と
言
っ
た
。

側
で
聞
く
人
は
、「
だ
ま
す
つ
も
り
だ
」
と
思
い

ば
か
ら
し
く
て
笑
っ
て
い
た
が
、
こ
の
勝
っ
た

侍
は
、「
そ
れ
は
大
い
に
結
構
だ
。
く
れ
る
な
ら

ば
も
ら
お
う
」
と
言
っ
て
、（
続
け
て
）「
い
や
、

こ
の
ま
ま
で
は
受
け
取
る
ま
い
。
三
日
精
進
し

て
、
こ
の
事
情
を
神
仏
に
申
し
あ
げ
て
、
お
ま

え
が
渡
す
と
い
う
証
文
を
書
い
て
渡
す
な
ら
、

そ
の
時
こ
そ
受
け
取
ろ
う
」
と
い
っ
た
の
で
、

「
結
構
だ
」
と
約
束
を
し
た
。
そ
の
日
か
ら
心

身
を
清
め
て
三
日
目
と
い
う
日
、
勝
っ
た
侍
が

「
で
は
、
さ
あ
清
水
へ
（
参
ろ
う
）」
と
言
っ
た

の
で
、
こ
の
負
け
た
侍
は
、「
う
ま
く
愚
か
者
に

会
っ
た
も
の
よ
」
と
、
可
笑
し
く
思
い
、
喜
ん
で

連
れ
て
（
清
水
へ
）
参
上
し
た
。
言
う
通
り
に
証

文
を
書
い
て
、
観
世
音
菩
薩
の
御
前
で
師
の
僧

を
呼
ん
で
、
事
の
次
第
を
話
し
て
も
ら
い
、「
二

千
度
お
参
り
し
た
こ
と
、
そ
れ
を
こ
れ
こ
れ
の

者
に
双
六
の
賭
物
と
し
て
譲
り
渡
し
た
」
と
書

い
て
与
え
た
の
で
、
相
手
は
受
け
取
り
な
が
ら

喜
ん
で
伏
し
拝
み
、
退
出
し
た
の
だ
っ
た
。 

 

そ
の
後
、
ま
も
な
く
し
て
こ
の
負
け
侍
は
、

思
い
が
け
な
い
こ
と
で
捕
ら
え
ら
れ
、
牢
屋
に

入
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
証
文
を
受
け
取
っ
た

侍
は
思
い
が
け
ず
生
活
に
恵
ま
れ
た
妻
を
も
ら

い
、
た
い
そ
う
裕
福
な
身
と
な
り
、
任
官
な
ど

に
あ
ず
か
っ
て
、
豊
か
な
暮
ら
し
を
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。 

 

「（
善
行
を
つ
ん
だ
こ
と
は
）
目
に
見
え
ぬ
も

の
で
は
あ
る
が
、（
そ
れ
に
対
し
）
誠
意
を
尽
く

し
て
受
け
取
っ
た
た
め
、
仏
も
感
心
し
な
さ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
」 


