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受験上の注意 

 
1．試験開始の合図があるまで，この問題用紙は開かないようにして下さい。  

解答用紙は別になっています。 

 

2．問題は【一】～【三】まで３題あります。 

 

3．試験時間は 50 分です。 

 

4．解答は解答用紙の所定のところに記入して下さい。 
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に記入して下さい。 
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【 

一 

】
次
の
文
章
を
読
み
、
後
の
各
問
い
に
答
え
よ
。
答
え
は
解
答
用
紙
に
楷
書
で
丁
寧
に
記
入
す
る
こ
と
。
な
お
、
指
示
さ
れ
た
表
記
方
法
以
外
で

解
答
し
た
場
合
は
採
点
さ
れ
な
い
た
め
注
意
せ
よ
。 

１
言
葉
は
時
に
い
く
つ
も
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
実
際
、「
イ
ヌ
」
と
い
う
言
葉
を
１
つ
と
っ
て
み
て
も
、「
イ
ヌ
科
の
動
物
」「
パ
シ

リ
」「
ス
パ
イ
」「
役
立
た
ず
」
な
ど
、
実
に
多
種
多
様
な
意
味
合
い
を
含
ん
で
い
る
の
で
す
。
も
し
言
葉
の
意
味
が
こ
の
よ
う
に
１
つ
に
定
ま
ら
な
い
の
で

あ
れ
ば
、
言
葉
の
集
ま
り
で
あ
る
文
学
の
読
み
方
も
い
く
つ
も
存
在
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
そ
う
考
え
た
の
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
ジ
ャ
ッ

ク
・
デ
リ
ダ
で
し
た
。
「
文
学
作
品
の
読
み
方
は
決
し
て
１
つ
に
は
集
約
で
き
な
い
」
―
―
そ
う
デ
リ
ダ
は
考
え
、
文
学
作
品
に
隠
さ
れ
た
新
た
な
意
味
を

つ
か
み
出
そ
う
と
し
ま
し
た
。
デ
リ
ダ
が
行
っ
た
文
学
批
評
の
手
法
は
、
今
日
「
脱
構
築
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。 

脱
構
築
の
手
法
は
、
文
学
のａ

リ
ョ
ウ

イ
キ
だ
け
にｂ

ト
ド
ま
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
実
際
、
脱
構
築
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
た
思
想
家
の
中
に
は
、
や
が
て
こ
の
手
法
をｃ

ヒ
ン
コ
ン
、

性
差
別
、
人
種
問
題
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
問
題
に
適
用
し
、
ナ
マ
の
現
実
社
会
に
深
く
関
わ
っ
て
い
こ
う
と
す
る
活
動
家
が
多
く
登
場
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。 

２
し
か
し
、
そ
も
そ
も
「
脱
構
築
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
で
し
ょ
う
か
？
例
え
ば
、
似
た
よ
う
な
言
葉
で
、
最
近
よ
く
聞
か
れ
る
も
の
に
、「
脱
原
発
」
と

い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
そ
の
名
の
通
り
、「
原
子
力
発
電
（
原
発
）」
依
存
の
社
会
か
ら
「
脱
け
出
す
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

「
脱
構
築
」
と
い
う
言
葉
も
、
同
じ
よ
う
に
「
構
築
」
と
い
う
も
の
か
ら
「
脱
け
出
す
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
で
し
ょ
う
。
も
し
、
脱
原
発

に
つ
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
ま
ず
は
「
原
発
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
知
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
同
様
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
。
ち
ょ
っ
と
遠
回
り
で
す
が
、①

ま
ず
は
こ
の
「
構
築
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。 

３
②

「
構
築
」
と
は
何
で
し
ょ
う
か
？
こ
の
言
葉
を
語
る
上
で
欠
か
せ
な
い
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
天
才
文
化
人
類
学
者
ク
ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス

で
す
。
こ
の
人
の
す
ご
い
と
こ
ろ
は(

天
才
は
み
ん
な
そ
う
な
の
で
す
が)

、
そ
れ
ま
で
み
ん
な
か
ら
当
た
り
前
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
受
け
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入
れ
ず
、
あ
え
て
疑
っ
て
か
か
っ
た
こ
と
で
す
。
レ
ヴ
ィ=

ス
ト
ロ
ー
ス
が
疑
問
に
思
っ
た
の
は
、「
な
ぜ
世
界
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
変
わ
っ
た
文
化
が
あ
る
の

か
？
」
と
い
う
、
ご
く
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
で
し
た
。 

４
③

と
り
わ
け
彼
が
注
目
し
た
の
は
、
結
婚
に
関
す
る
様
々
な
ロ
ー
カ
ル
ル
ー
ル
で
す
。
例
え
ば
、
中
国
や
韓
国
で
は
イ
ト
コ
同
士
の
結
婚
は
法
律
で
禁
じ

ら
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
日
本
で
は
イ
ト
コ
同
士
の
結
婚
は
問
題
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
イ
ト
コ
同
士
の
結
婚
と
言
っ
て
も
、
も
っ
と
複
雑
な
ル
ー
ル
が

あ
る
国
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
あ
る
民
族
は
、
母
方
の
イ
ト
コ
と
の
結
婚
は
Ｏ
Ｋ
で
す
が
、
父
方
の
イ
ト
コ
と
の
結
婚
は
Ｎ
Ｇ
で
す
。
で

は
な
ぜ
父
親
の
方
だ
け
ダ
メ
な
の
か
、
彼
ら
に
聞
い
て
も
「
そ
れ
が
先
祖
代
々
の
ル
ー
ル
だ
か
ら
」
と
し
か
答
え
て
く
れ
ま
せ
ん
。
な
ぜ
文
化
の
違
い
に
よ

っ
て
こ
ん
な
に
も
複
雑
な
ル
ー
ル
が
存
在
す
る
の
で
し
ょ
う
か
？
レ
ヴ
ィ=

ス
ト
ロ
ー
ス
は
こ
の
点
に
疑
問
を
持
ち
ま
し
た
。
し
か
も
、
遠
く
ブ
ラ
ジ
ル
ま

で
行
っ
て
実
地
調
査
を
し
た
く
ら
い
で
す
か
ら
、
い
か
に
研
究
熱
心
で
あ
っ
た
か
が
分
か
り
ま
す
。 

５
さ
て
、
長
年
の
調
査
の
結
果
彼
が
見
出
し
た
の
は
「
ど
の
文
化
の
ル
ー
ル
も
、
き
わ
め
て
論
理
的
な
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
い
て
い
る
」
と
い
う
結
論
で
し
た
。

例
え
ば
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
北
部
に
住
ん
で
い
る
カ
リ
エ
ラ
族
と
い
う
先
住
民
に
は
、
独
特
の
結
婚
ル
ー
ル
が
あ
り
ま
す
。
彼
ら
は
生
ま
れ
て
き
た
子
供
を

Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
の
４
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
、
グ
ル
ー
プ
Ａ
の
子
供
は
グ
ル
ー
プ
Ｃ
の
子
供
と
だ
け
結
婚
さ
せ
、
グ
ル
ー
プ
Ｂ
の
子
供
は
グ
ル
ー
プ
Ｄ
の

子
供
と
し
か
結
婚
さ
せ
ま
せ
ん
。
こ
の
一
見
意
味
不
明
な
ル
ー
ル
に
も
、
レ
ヴ
ィ=

ス
ト
ロ
ー
ス
は
論
理
的
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ま
し
た
。

そ
し
て
調
べ
て
み
る
と
、
な
ん
と
こ
の
民
族
の
結
婚
ル
ー
ル
は
、
ド
イ
ツ
の
数
学
者
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ク
ラ
イ
ン
が
発
見
し
た
「
ク
ラ
イ
ン
の
四
元
群
」
と

い
う
、
極
め
て
ハ
イ
レ
ベ
ル
なｄ

チ
ュ
ウ
シ
ョ
ウ
代＊

１

数
学
を
使
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
す
。
こ
の
発
見
は
彼
の
名
著
『
親
族
の
基
本
構
造
』
に
て
詳

し
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

６
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
先
住
民
が
高
度
な
数
学
シ
ス
テ
ム
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
発
見
は
、
当
時
の
西
洋
人
に
と
っ
て
、④

と
て
も
衝
撃
的
な
ニ
ュ
ー
ス
で

し
た
。
そ
れ
ま
で
、
西
洋
人
た
ち
は
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
の
人
た
ち
の
文
化
を
野
蛮
で
意
味
不
明
な
も
の
と
み
な
し
て
い
ま
し
た
。Ａ

と
り
わ
け
、
電
気
や
水
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道
も
な
く
、
未
だ
に
原
始
時
代
の
暮
ら
し
を
し
て
い
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
先
住
民
た
ち
の
生
活
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
レ
ベ
ル
の
低
い
劣
っ
た
文
明
だ
っ

た
の
で
す
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
見
方
は
単
に
素
人
の
偏
見
に
過
ぎ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
人
類
学
者
の
ル
イ
ス
・
ヘ
ン
リ
ー
・
モ

ー
ガ
ン
が
『
古
代
社
会
』
に
お
い
て
、
人
類
の
発
展
を
「
野
蛮
」「
未
開
」「
文
明
」
と
い
う
明
確
な
階
層
に
分
け
て
い
た
よ
う
に
、
当
時
の
知
識
人
の
間
で

も
「
社
会
は
野
蛮
な
レ
ベ
ル
か
ら
徐
々
に
文
明
的
な
も
の
へ
と
進
化
し
て
い
く
」
と
い
う
考
え
が
定
着
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
先
住
民
が
行
う
さ
ま

ざ
ま
な
風
習
は
、
す
べ
て
非
科
学
的
な
迷
信
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
の
で
す
。 

７
レ
ヴ
ィ=

ス
ト
ロ
ー
ス
が
明
ら
か
に
し
た
事
実
は
、
西
洋
人
た
ち
に
驚
き
を
持
っ
て
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。
な
に
し
ろ
西
洋
人
た
ち
が
知
力
を
尽
く
し
て
や

っ
と
発
見
し
た
数
学
理
論
を
、
動
物
を
狩
る
こ
と
し
か
知
ら
な
い
は
ず
の
カ
リ
エ
ラ
族
が
す
で
に
数
百
年
前
に
見
出
し
て
い
た
の
で
す
。
レ
ヴ
ィ=

ス
ト
ロ

ー
ス
の
発
見
は
、
そ
れ
ま
で
白
人
た
ち
の
目
に
は
非
論
理
的
と
見
ら
れ
て
い
た
複
雑
怪
奇
な
文
化
や
習
慣
に
も
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
論
理
的
な
シ
ス
テ
ム
が
あ

る
こ
と
を
証
明
し
ま
し
た
。
今
ま
で
彼
ら
が
頑

か
た
く

な
に
信
じ
こ
ん
で
い
た
、「
西
洋
の
文
化
が
一
番
優
れ
て
い
る
」
と
い
う
「
迷
信
」
が
も
ろ
く
も
崩
れ
去
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
す
。 

８
レ
ヴ
ィ=

ス
ト
ロ
ー
ス
は
こ
の
考
え
を
さ
ら
に
掘
り
下
げ
ま
し
た
。「
実
は
す
べ
て
の
文
化
に
は
、
共
通
し
た
論
理
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
？
」

と
考
え
た
の
で
す
。
そ
こ
で
彼
は
、
世
界
各
国
の
神
話
を
集
め
て
、
分
析
し
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
す
る
と
、Ｂ

い
か
な
る
神
話
の
中
に
も
、＊

２

普
遍
的
な

「
対
立
関
係
」
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
に
レ
ヴ
ィ=

ス
ト
ロ
ー
ス
は
気
づ
き
ま
し
た
。
彼
は
、
そ
れ
ら
「
対
立
関
係
の
ま
と
ま
り
」
を
神
話
か
ら
抽
出
す
る
こ

と
で
、
深
層
に
存
在
す
る
法
則
を
見
出
し
た
の
で
す
。
こ
れ
は
今
日
、「
二
項
対
立
」
も
し
く
は
「
構
造
」
と
い
う＊

３

概
念
で
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
二
項
対
立

と
は
、
言
語
学
者
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ド
・
ソ
シ
ュ
ー
ル
が
提
唱
し
た
概
念
で
あ
り
、
対
立
す
る
２
つ
の
要
素
の
ペ
ア
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。
レ
ヴ
ィ=

ス

ト
ロ
ー
ス
は
、
こ
の
世
界
は
様
々
な
対
立
す
る
２
つ
の
要
素
が
か
ら
み
あ
っ
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
考
え
ま
し
た
。
例
え
ば
、
人
間
は
「
男
と
女
」
と
い
う

２
つ
の
要
素
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
１
日
は
「
昼
と
夜
」
と
い
う
二
項
対
立
で
分
け
ら
れ
、
物
質
を
構
成
す
る
原
子
は
、「
陽
子
と
い
う
プ
ラ
ス
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の
粒
子
と
電
子
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の
粒
子
」
か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
他
に
も
、 

善
／
悪
、
光
／
闇
、
肉
体
／
精
神
、
生
／
死
、
社
会
／
個
人
、
大
人
／
子
供
、
理
性
／
感
性
、
新
／
旧
、
文
明
／
自
然
、
白
／
黒
、
現
実
／
夢
、
意
識
／
無

意
識
、
明
／
暗
、
原
因
／
結
果
、
上
／
下
、
始
め
／
終
わ
り
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
／
コ
ピ
ー
… 

な
ど
、
二
項
対
立
の
パ
タ
ー
ン
は
無
数
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
脱
構
築
に
お
け
る
「
構
築
」
の
部
分
で
す
。
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
。
２
０
世
紀
の＊

４

批
評
家
の
中
に
は
、
こ
の
二
項
対
立
を
文
学
批
評
に
応
用
し
、
作
品
の
中
か
ら
二
項
対

立
の
要
素
を
見
出
そ
う
と
試
み
た
グ
ル
ー
プ
が
現
れ
ま
し
た
。
彼
ら
が
好
ん
だ
こ
の
手
法
は
、「
構
造
主
義
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す(

構
造
と
は
構
築
の
同
義

語
で
す)

。
二
項
対
立
を
重
視
す
る
構
造
主
義
者
は
、
い
か
な
る
文
学
作
品
に
も
、
普
遍
的
な
二
項
対
立
が
潜
在
し
て
い
る
と
指
摘
し
ま
し
た
。⑤

『
桃
太
郎
』

を
例
に
と
っ
て
彼
ら
の
分
析
方
法
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。 

９
ま
ず
、
川
上
か
ら
桃
が
ド
ン
ブ
ラ
コ
、
ド
ン
ブ
ラ
コ
と
川
下
に
流
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
二
項
対
立
で
言
う
「
上
／
下
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
す
。
こ

う
考
え
れ
ば
、
桃
は
「
上
な
る
も
の
」
が
「
下
な
る
も
の
」
に
渡
し
た
プ
レ
ゼ
ン
ト
で
あ
り
、
両
者
を
つ
な
ぐ
か
け
橋
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
桃

か
ら
生
ま
れ
た
桃
太
郎
は
「
子
供
」
で
す
か
ら
、
お
じ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
は
「
大
人
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
り
、「
大
人
／
子
供
」
と
い
う
二
項
対
立

が
こ
こ
で
も
見
出
せ
ま
す
。
「
大
人
」
を
代
表
す
る
お
じ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
は
鬼
退
治
の
た
め
に
「
子
供
」
で
あ
る
桃
太
郎
に
キ
ビ
ダ
ン
ゴ
を
与
え
ま

す
。
キ
ビ
ダ
ン
ゴ
は
こ
こ
で
、「
大
人
」
と
「
子
供
」
の
親
愛
関
係
を
表
し
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
鬼
ヶ
島
に
向
か
う
途
中
、
桃
太
郎
は
イ

ヌ
、
キ
ジ
、
サ
ル
に
出
会
い
、
キ
ビ
ダ
ン
ゴ
を
与
え
る
代
わ
り
に
彼
ら
を
家
来
に
し
ま
す
。
桃
太
郎
と
動
物
た
ち
の
関
係
は
、「
人
類
／
自
然
」
と
い
う
二

項
対
立
で
表
す
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
こ
こ
で
も
キ
ビ
ダ
ン
ゴ
は
「
人
類
」
と
「
自
然
」
を
結
ぶ
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
そ
う

で
す
。
桃
太
郎
は
鬼
を
退
治
し
ま
す
が
、
彼
ら
を
根
絶
や
し
に
す
る
こ
と
は
し
な
い
で
、
宝
物
を
持
ち
帰
る
こ
と
で
鬼
と
和
解
し
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、

鬼
と
い
う
「
悪
」
の
暴
走
を
「
善
」
で
あ
る
桃
太
郎
が
押
し
戻
し
、「
善
／
悪
」
の
バ
ラ
ン
ス
を
回
復
さ
せ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 
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【 

小
林
真
大
「
文
学
の
ト
リ
セ
ツ
」
五
月
書
房
新
社
よ
り
一
部
抜
粋 

※
問
題
作
成
の
都
合
上
一
部
改
変 

】 
（
語
注
） 

＊
１ 
代
数
学 

数
の
代
り
に
文
字
を
記
号
と
し
て
用
い
、
数
の
性
質
や
関
係
を
研
究
す
る
数
学
。 

＊
２ 

普
遍 
す
べ
て
の
も
の
に
共
通
し
て
あ
て
は
ま
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 

＊
３ 

概
念 

普
遍
性
を
持
っ
た
物
事
の
意
味
内
容
や
本
質
。 

＊
４ 

批
評
家 
物
事
の
善
悪
・
是
非
な
ど
に
つ
い
て
評
価
し
論
ず
る
人
。 

問
一 

二
重
傍
線
部
ａ
～
ｄ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
改
め
よ 

。 

ａ 

文
学
の
リ
ョ
ウ
イ
キ 

 

ｂ 

ト
ド
ま
る 

 

ｃ 

ヒ
ン
コ
ン
、
性
差
別
、
人
種
問
題 

 

ｄ 

チ
ュ
ウ
シ
ョ
ウ
代
数
学 

問
二 

波
線
部
Ａ
「
と
り
わ
け
」
、
Ｂ
「
い
か
な
る
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

Ａ 

と
り
わ
け 

 

ア 

一
方
で 

 
 
 

イ 

特
別
に 

 
 

ウ 

い
つ
ま
で
も 

 

エ 

と
こ
ろ
で 

Ｂ 

い
か
な
る 

 

ア 

ど
の
よ
う
な 
 

イ 
数
多
く
の 

 

ウ 

一
部
の 

 
 
 

エ 

限
ら
れ
た 

問
三 

傍
線
部
①
「
ま
ず
は
こ
の
『
構
築
』
と
は
何
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
筆
者
は
「
構
築
」
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
し
て

い
る
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

 
 

ア 

デ
リ
ダ
や
他
の
思
想
家
の
考
え
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、「
脱
構
築
」
だ
け
で
な
く
「
構
築
」
に
つ
い
て
も
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
。 

 
 

イ 

「
脱
構
築
」
も
「
脱
原
発
」
も
同
様
に
下
に
来
る
語
を
「
脱
」
す
る
意
味
を
持
つ
の
で
、
そ
れ
ら
の
紛
ら
わ
し
い
意
味
を
区
別
す
る
た
め
。 

 
 

ウ 

「
脱
構
築
」
を
説
明
す
る
に
は
ま
ず
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
の
考
え
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
話
題
の
入
口
を
用
意
す
る
た
め
。 

 
 

エ 

「
脱
構
築
」
は
「
構
築
」
を
脱
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
、「
脱
構
築
」
を
理
解
す
る
に
は
「
構
築
」
の
理
解
が
不
可
欠
で
あ
る
た
め
。 

問
四 

傍
線
部
②
「
『
構
築
』
と
は
何
で
し
ょ
う
か
」
と
あ
る
が
、
本
文
全
体
の
主
旨
を
踏
ま
え
た
「
構
築
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
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～
エ
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

 
 

ア 

西
洋
社
会
の
み
な
ら
ず
未
開
社
会
に
も
共
通
す
る
結
婚
に
関
連
し
た
論
理
的
な
シ
ス
テ
ム
。 

 
 

イ 
「
文
明
／
野
蛮
」
や
「
男
／
女
」
な
ど
の
相
対
す
る
要
素
か
ら
世
界
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
。 

 
 

ウ 

「
昼
／
夜
」
や
「
文
明
／
自
然
」
な
ど
の
よ
う
な
社
会
を
形
作
る
二
項
対
立
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
。 

 
 

エ 

い
か
な
る
文
学
作
品
に
も
普
遍
的
な
二
項
対
立
が
潜
ん
で
い
る
と
考
え
る
思
想
家
た
ち
の
主
張
。 

問
五 

傍
線
部
③
「
と
り
わ
け
彼
が
注
目
し
た
の
は
、
結
婚
に
関
す
る
様
々
な
ロ
ー
カ
ル
ル
ー
ル
」
と
あ
る
が
、
本
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
と
し
て
最

も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

 
 

ア 

レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
文
化
に
よ
っ
て
結
婚
に
関
す
る
ル
ー
ル
が
異
な
る
こ
と
に
疑
問
を
持
ち
、
そ
の
研
究
の
結
果
に
よ
っ
て
当
時
の
西
洋

人
た
ち
を
驚
か
せ
た
。 

イ 

ア
ジ
ア
の
多
く
の
国
々
で
は
イ
ト
コ
同
士
の
結
婚
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
だ
け
は
唯
一
、
母
方
の
イ
ト
コ
で
あ
れ
ば
結
婚
を
認

め
て
い
る
。 

ウ 

レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
未
開
社
会
の
文
化
に
高
度
な
数
学
シ
ス
テ
ム
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
、
当
初
か
ら
の
目
的
で
あ
っ
た
未
開

社
会
の
イ
メ
ー
ジ
回
復
を
果
た
し
た
。 

エ 

レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
「
社
会
は
野
蛮
か
ら
文
明
へ
と
進
化
し
て
ゆ
く
」
と
い
う
当
時
の
定
説
を
打
ち
破
り
、
西
洋
社
会
が
最
も
優
れ
て
い
る

と
い
う
考
え
を
強
く
批
判
し
た
。 

  



- 7 - 

 

川

の

下

流

川

の

上

流

上

／

下

桃

太

郎

B

大

人

／

子

供

イ

ヌ

・

キ

ジ

・

サ

ル

C A

D

桃

太

郎

善

／

悪

問
六 

傍
線
部
④
「
と
て
も
衝
撃
的
な
ニ
ュ
ー
ス
で
し
た
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
か
ら
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。 

ア 
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
の
文
化
や
習
慣
は
劣
っ
て
い
る
と
い
う
学
術
的
に
根
拠
の
な
い
偏
見
が
一
般
に
存
在
し
た
が
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
に

よ
っ
て
西
洋
以
上
に
進
歩
し
て
い
る
側
面
が
明
ら
か
に
な
っ
た
か
ら
。 

 
 

イ 

ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
の
文
化
や
習
慣
は
複
雑
怪
奇
で
理
解
で
き
な
い
も
の
と
一
般
的
に
思
わ
れ
て
い
た
が
、
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
。 

 
 

ウ 

ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
の
文
化
や
習
慣
は
非
論
理
的
な
も
の
と
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
先
住
民
の
結
婚
の
ル
ー
ル

に
ハ
イ
レ
ベ
ル
な
数
学
シ
ス
テ
ム
が
用
い
ら
れ
て
い
た
か
ら
。 

 
 

エ 

ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
の
文
化
や
習
慣
は
野
蛮
で
意
味
不
明
な
も
の
と
い
う
の
が
一
般
的
な
考
え
だ
っ
た
が
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
先
住
民
の
様
々

な
習
慣
に
は
代
数
学
の
理
論
が
使
わ
れ
て
い
た
か
ら
。 

問
七 

傍
線
部
⑤
「
『
桃
太
郎
』
を
例
に
と
っ
て
」
と
あ
る
が
、
本
文
の
記
述
を
参
照
し
な
が
ら
次
の
表
の
空
欄
部
を
補
い
、
表
を
完
成
さ
せ
よ
。
な
お
、

空
欄
部
Ａ
～
Ｄ
に
当
て
は
ま
る
言
葉
は
本
文
中
か
ら
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
用
い
る
こ
と
。 

     

表 

桃太郎における二項対立 
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問
八 

本
文
の
内
容
や
展
開
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

 

ア 
形
式
段
落
８
・
９
で
は
、
形
式
段
落
２
・
３
で
問
い
か
け
た
「
脱
構
築
」
や
「
構
築
」
に
つ
い
て
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
の
研
究
を
参
照
し
な
が

ら
具
体
的
に
定
義
し
、
そ
の
社
会
的
意
義
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
。 

 

イ 

形
式
段
落
９
で
は
、
文
学
作
品
に
限
ら
な
い
あ
ら
ゆ
る
学
問
リ
ョ
ウ
イ
キ
に
お
い
て
構
造
主
義
者
が
用
い
る
共
通
の
分
析
手
法
の
例
と
し
て
『
桃
太

郎
』
を
題
材
に
と
っ
て
具
体
例
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。 

 

ウ 

形
式
段
落
４
か
ら
８
で
は
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
が
当
時
の
西
洋
社
会
に
与
え
た
衝
撃
が
説
明
さ
れ
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
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
。 

 

エ 

形
式
段
落
８
で
は
、
す
べ
て
の
文
化
に
は
共
通
の
「
二
項
対
立
」
と
い
う
論
理
的
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
と
い
う
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
に
よ
る
発
見
に

つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
後
、
そ
れ
を
も
と
に
脱
構
築
の
説
明
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。 
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【 

二 

】
次
の
塚
本
邦
雄
の
短
歌
と
【
資
料
Ⅰ
】・【
資
料
Ⅱ
】
を
読
み
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。
ま
た
、
答
え
は
解
答
用
紙
に
楷
書
で
丁
寧
に
記
入
す

る
こ
と
。
な
お
、
指
示
さ
れ
た
表
記
方
法
以
外
で
解
答
し
た
場
合
は
採
点
さ
れ
な
い
た
め
注
意
せ
よ
。 

 

馬
を
洗
は
ば
馬
の
た
ま
し
ひ
冱さ

ゆ
る
ま
で
人
恋
は
ば
人
あ
や
む
る
こ
こ
ろ 

 

塚
本
邦
雄
『
感
幻
樂
』 

 

【
資
料
Ⅰ
】 

馬
を
洗
う
の
な
ら
そ
の
魂
が
澄
み
わ
た
る
ま
で
、
人
を
恋
う
の
な
ら
そ
の
人
を
殺
め
た
い
と
思
う
ほ
ど
徹
底
的
に
。
そ
れ
く
ら
い
の
覚
悟
が
な
け
れ
ば
本

物
の
恋
と
は
言
え
な
い
と
、
読
む
者
の
胸
に
刃
を
突
き
つ
け
る
よ
う
な
（ 

Ａ 

）
で
す
。
や
や
狂
気
を
孕は

ら

ん
だ
（ 

Ｂ 

）
で
す
が
、（ 

Ｃ 

）
の
美

し
い
馬
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
り
、
品
格
を
も
っ
て
詠
わ
れ
て
い
ま
す
。「
洗
は
ば
」「
恋
は
ば
」
と
い
う
（ 

Ｄ 

）
と
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
結
果
を

（ 

Ｅ 

）
的
に
表
現
。
ま
た
、
定
型
の
リ
ズ
ム
に
従
っ
て
「
人
恋
は
ば
人
／
あ
や
む
る
こ
こ
ろ
」
と
句
切
ら
れ
る
と
き
、
二
度
目
の
「
人
」
の
後
で
ひ
と

呼
吸
置
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
断
定
の
強
さ
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。＊

透
徹

と
う
て
つ

し
た
美
意
識
に
貫
か
れ
て
い
る
歌
で
す
。（『
鑑
賞 

日
本
の
名
歌
』
短

歌
編
集
部
・
角
川
学
芸
出
版
・
平
成
二
十
五
年
） 

（
語
注
）
＊
透
徹 

澄
ん
で
濁
り
の
な
い
こ
と 

【
資
料
Ⅱ
】 

詩
の
な
か
に
は
、「
生
の
実
感
」
を
読
む
人
に
想
起
さ
せ
、「
あ
あ
、
い
か
に
も
『
い
の
ち
』
と
は
こ
う
い
う
こ
と
だ
な
あ
」
と
い
う
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
感

じ
さ
せ
る
タ
イ
プ
の
も
の
が
多
い
。 

た
と
え
ば
馬
に
つ
い
て
書
か
れ
た
詩
だ
と
す
る
と
、
馬
の
体
温
や
手
触
り
、
躍
動
す
る
走
り
や
こ
ま
か
い
し
ぐ
さ
、
目
や
耳
の
動
き
だ
と
か
、
に
お
い
、
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重
量
感
、
な
ど
な
ど
の
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
だ 

(

そ
し
て

詩
に
し
た
し
ん
で
い
な
い
多
く
の
人
に
と
っ
て
は
、
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)
。 

そ
う
し
た
詩
は
、
読
む
人
が
も
っ
て
い
る｢

馬｣

体
験
や
そ
の
イ
メ
ー
ジ
に
照
ら
し
て
、
そ
の
詩
の(

馬
に
か
ん
す
る) 

イ
メ
ー
ジ
喚
起
力
や
再
現
力
を
味

わ
う
、
と
い
う
鑑
賞
方
法
で
読
む
詩
で
あ
っ
て
、
読
む
人
の
な
か
に
す
で
に
存
在
す
る
体
験
や
感
情
を
ひ
っ
ぱ
り
だ
し
て
く
れ
る
と
い
う
意
味
で
は
た
い
へ

ん
な
力
を
発
揮
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
も
そ
も
馬
を
見
た
こ
と
の
な
い
人
の①

こ
こ
ろ
に
は
響
か
な
い
。 

し
か
し
、
詩
と
い
う
も
の
の
な
か
に
は
、
こ
う
し
た
「
実
感
の
再
現
」
と
は
ま
っ
た
く
性
質
の
ち
が
う
こ
と
ば
で
書
か
れ
た
も
の
も
あ
る
。 

そ
し
て
、

わ
た
し
が
ひ
か
れ
た
の
は
そ
ち
ら
が
わ
の
詩
、
つ
ま
り
「
実
感
の
再
現
」
な
ど
と
は
ほ
と
ん
ど
無
関
係
の
詩
な
の
だ
っ
た
。 

②

た
と
え
ば
、
こ
ん
な
短
歌
が
あ
る
。 

馬
が
出
て
く
る
。 

し
か
し
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
。
そ
こ
に
注
目
し
て
読
ん
で
み
て
ほ
し
い
。 

馬
を
洗
は
ば
馬
の
た
ま
し
ひ
冱
ゆ
る
ま
で
人
恋
は
ば
人
あ
や
む
る
こ
こ
ろ 

 

塚
本
邦
雄 

馬
を
洗
う
と
い
う
の
は
、
た
ん
に
馬
の
か
ら
だ
を
こ
す
っ
た
り
流
し
た
り
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
、
そ
の
馬
の
た
ま
し
い
が
冴
え
る
ま
で
に

洗
う
の
で
あ
る
、
と
い
っ
て
い
る
。 

「
冴
え
る
」
と
い
う
の
は
、
も
の
の
輪
郭
や
色
彩
が
こ
と
の
ほ
か
あ
ざ
や
か
に
く
っ
き
り
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
は③

俳
句
の
季
語
と
し
て
使
わ
れ
る

場
合
の
よ
う
に
、
ひ
え
び
え
と
凍
り
つ
く
よ
う
に
き
び
し
い
寒
さ
を
表
現
す
る
こ
と
ば
で
も
あ
る
。 

そ
し
て
人
を
恋
う
感
情
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
感
情
が
ほ
ん
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
相
手
を
殺
め
る
と
こ
ろ
ま
で
行
き
つ
く
情
熱
で
あ
る
。
潔
癖

け
っ
ぺ
き

と
い
う
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か
極
端
と
い
う
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
あ
い
ま
い
さ
を
嫌
う
若
い
こ
ろ
の
い
ら
だ
ち
の
よ
う
な
も
の
が
鮮
明
に
感
じ
ら
れ
て
、
秀
歌
だ
と
思
う
。 

こ
の
歌
は
馬
を
見
た
り
触
っ
た
り
し
た
実
感
を
い
き
い
き
と
伝
え
る
タ
イ
プ
の
歌
で
は
な
い
。「
生
き
て
い
る
馬
の
実
感
」
は
こ
こ
に
は
ま
っ
た
く
な
く
、

実
際
の
馬
を
描
写
し
て
い
る
と
は
と
て
も
思
え
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
短
歌
の
な
か
の
「
馬
」
と
「
人
」
は
、「
馬
一
般
」「
人
一
般
」
と
い
う
概
念
を
言
っ
て

い
る
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
。 

こ
の
歌
の
作
者
で
あ
る
塚
本
邦
雄
は
、
小
説
家
の
三
島
由
紀
夫
に
「
よ
く
あ
ん
な
歌
が
詠
め
ま
す
ね
」
と
褒ほ

め
ら
れ
た
体
験
を
話
し
な
が
ら
「
私
は
馬
に

触
っ
た
こ
と
も
近
寄
っ
た
こ
と
も
全
然
あ
り
ま
せ
ん
」「
見
な
く
っ
て
も
触
ら
な
く
っ
て
も
歌
っ
て
も
の
は
詠
め
る
」
と
発
言
し
た
そ
う
だ
。 

歌
人
で
あ
る
と
同
時
に
す
ぐ
れ
た
評
論
家
で
も
あ
る
穂
村
弘
は
、④

こ
の
短
歌
に
つ
い
て｢

見
て
触
っ
た
よ
う
に
」
詠
め
て
い
る
と
は
思
え
ず
、
む
し
ろ＊

ア
フ

ォ
リ
ズ
ム
を
連
想
さ
せ
る
と
言
う
。
つ
ま
り
、
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
こ
と
だ
。 

〈
例
え
ば
「
実
感
の
表
現
」
と
云い

う
と
き
、「
実
感
」
の
も
と
に
な
っ
た
現
実
世
界
に
お
け
る
体
験
が
、
常
に
そ
の
表
現
に
先
立
っ
て
存
在
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
「
実
感
の
表
現
」
と
は
事
実
上
の
「
再
現
」
で
あ
っ
て
、
表
現
の
根
拠
を
過
去
に
置
い
て
い
る
。 

そ
れ
に
対
し
て
塚
本
的
な
「
何
か
」
は
、
自
ら
の
表
現
が
未
来
と
響
き
合
う
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
、
と
で
も
云
え
ば
い
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ

で
云
う
未
来
と
は
過
去
の
反
対
語
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な
く
、
現
実
を
統
べ
る
直
線
的
な
時
間
の
流
れ
か
ら
の
逸
脱

い
つ
だ
つ

そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
な

幻
の
時
で
あ
る
。〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（
穂
村
弘
『
短
歌
の
友
人
』
河
出
文
庫
よ
り) 

さ
き
ほ
ど
か
ら
述
べ
て
き
た
「
読
者
の
な
か
に
す
で
に
あ
る
体
験
や
感
情
を
ひ
っ
ぱ
り
だ
し
て
く
る
力
」
は
、
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
「
再
現
力
」
な
の
で

あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【 

渡
邊
十
絲
子
『
今
を
生
き
る
た
め
の
現
代
詩
』
講
談
社 

※
問
題
作
成
の
都
合
上
一
部
改
変 

】 

（
語
注
）
＊
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム 

簡
潔
な
表
現
で
物
事
の
本
質
を
鋭
く
言
い
表
し
た
も
の
。「
芸
術
は
長
く
人
生
は
短
い
」（
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
）
な
ど
。 
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問
一 

【
資
料
Ⅰ
】
の
（ 

Ａ 

）
～
（ 

Ｅ 

）
に
該
当
す
る
適
切
な
語
句
に
つ
い
て
、
次
の
ア
～
ケ
か
ら
選
び
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
よ
。 

ア 

一
首 

 
 

イ 

一
句 

 
 

ウ 

上
の
句 

 
 

エ 

下
の
句 

 
 

オ 

仮
定
条
件 

 
 

カ 

確
定
条
件 

 
 

キ 

対
句 

ク 
倒
置 

 
 

ケ 

省
略 

問
二 

【
資
料
Ⅱ
】
の
傍
線
部
①
「
こ
こ
ろ
に
は
響
か
な
い
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
か
ら
選

び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

 
 

ア 

読
者
が
自
身
の
馬
に
ま
つ
わ
る
体
験
や
イ
メ
ー
ジ
と
詩
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
鑑
賞
方
法
は
、
馬
を
見
た
こ
と
の
な
い
読
者
に
と
っ
て
は
む
し

ろ
親
し
み
に
く
く
、
こ
の
よ
う
な
詩
を
読
む
た
め
に
は
馬
に
対
す
る
専
門
的
な
知
見
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
か
ら
。 

 
 

イ 

い
か
に
も
な
「
馬
ら
し
さ
」
を
読
者
に
想
起
さ
せ
る
詩
は
、
読
者
の
中
の
馬
に
ま
つ
わ
る
体
験
や
イ
メ
ー
ジ
に
関
連
し
て
読
ま
れ
る
の
で
あ
り
、

馬
を
見
た
こ
と
が
な
い
人
は
、
そ
も
そ
も
馬
に
ま
つ
わ
る
具
体
的
な
体
験
や
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
え
な
い
か
ら
。 

 
 

ウ 

馬
に
ま
つ
わ
る
具
体
的
な
体
験
や
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
な
い
読
者
に
と
っ
て
は
、「
自
分
が
す
で
に
知
っ
て
い
る
感
覚
の
再
現
」
を
し
て
く
れ
る
よ

う
な
詩
は
む
し
ろ
想
像
し
に
く
い
も
の
で
あ
り
、
詩
と
し
て
認
め
た
く
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
。 

 
 

エ 

詩
に
対
し
て
そ
も
そ
も
親
し
み
が
な
い
人
に
と
っ
て
は
、「
自
分
が
す
で
に
知
っ
て
い
る
感
覚
の
再
現
」
を
し
て
く
れ
な
い
よ
う
な
詩
は
、
詩
と

し
て
認
め
た
く
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
詩
と
し
て
読
も
う
と
し
て
く
れ
な
い
か
ら
。 

問
三 

【
資
料
Ⅱ
】
の
傍
線
部
②
「
た
と
え
ば
、
こ
ん
な
短
歌
が
あ
る
」
と
あ
る
が
、
筆
者
は
こ
の
短
歌
を
ど
の
よ
う
な
詩
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
か
。

そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

 
 

ア 

俳
句
の
季
語
と
し
て
も
使
わ
れ
る
「
冴
え
る
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
た
詩
の
例
。 

イ 

「
実
感
の
再
現
」
と
は
無
関
係
で
、
馬
に
関
す
る
記
述
は
い
っ
さ
い
な
さ
れ
な
い
詩
の
例
。 

ウ 

あ
い
ま
い
さ
を
嫌
う
若
い
頃
の
い
ら
だ
ち
が
鮮
明
に
感
じ
ら
れ
る
優
れ
た
詩
の
例
。 

エ 

具
体
的
な
馬
ら
し
さ
は
描
か
れ
て
お
ら
ず
、「
実
感
の
再
現
」
と
は
無
関
係
な
詩
の
例
。 
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問
四 

【
資
料
Ⅱ
】
の
傍
線
部
③
「
俳
句
の
季
語
」
と
あ
る
が
、
次
の
１
～
３
の
季
語
の
季
節
を
そ
れ
ぞ
れ
漢
字
で
答
え
よ
。 

１ 
小
春 

 
 

２ 

蛙 
 
 

３ 

月 

問
五 

【
資
料
Ⅱ
】
の
傍
線
部
④
「
こ
の
短
歌
」
に
つ
い
て
、
本
文
中
の
説
明
と
合
致
し
、
同
様
の
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
俳
句
を
次
の
ア
～
エ

か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

 
 

ア 

を
り
と
り
て
は
ら
り
と
お
も
き
す
す
き
か
な 

飯
田
蛇
笏 
 

イ 

赤
い
椿

つ
ば
き

白
い
椿
と
落
ち
に
け
り 

 
 
 
 

 
 

河
東
碧
梧
桐 

 
 

ウ 

街が
い

燈と
う

は
夜
霧
に
ぬ
れ
る
た
め
に
あ
る 

 

渡
辺
白
泉 

 
 
 

エ 

寒か
ん

雷ら
い

や
び
り
り
び
り
り
と
真
夜
の＊

玻
璃

は

り 
 
 
 

加
藤
楸
邨 

＊ 

玻
璃 

ガ
ラ
ス
窓 

問
六 

【
資
料
Ⅰ
】・
【
資
料
Ⅱ
】
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

ア 

【
資
料
Ⅰ
】
は
句
切
れ
や
文
法
な
ど
塚
本
の
短
歌
に
書
い
て
あ
る
要
素
を
中
心
に
鑑
賞
を
行
っ
て
お
り
、【
資
料
Ⅱ
】
は
穂
村
弘
の
言
葉
を
引
用

し
な
が
ら
塚
本
の
短
歌
を
「
再
現
力
」
を
有
す
る
詩
と
は
違
う
も
の
で
あ
る
と
批
評
し
て
い
る
。 

イ 

【
資
料
Ⅰ
】
は
塚
本
の
短
歌
の
具
体
的
な
情
景
に
触
れ
な
が
ら
文
法
や
表
現
技
法
に
つ
い
て
解
説
し
て
お
り
、【
資
料
Ⅱ
】
は
様
々
な
詩
の
中
で

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
批
評
し
て
い
る
。 

ウ 

【
資
料
Ⅰ
】
は
他
者
の
評
を
引
用
せ
ず
、
ま
た
他
の
詩
と
の
比
較
検
討
な
ど
も
行
わ
ず
、
主
観
的
な
観
点
を
一
切
排
し
て
塚
本
の
短
歌
に
書
か

れ
て
い
る
言
葉
の
意
味
や
効
用
の
み
に
着
目
し
た
鑑
賞
を
展
開
し
て
い
る
。 

エ 

【
資
料
Ⅱ
】
は
読
者
の
過
去
の
体
験
や
イ
メ
ー
ジ
に
触
れ
て
読
者
の
す
で
に
知
っ
て
い
る
感
覚
を
想
起
さ
せ
る
詩
の
力
を
「
再
現
力
」
と
定
義

し
、
塚
本
の
短
歌
を
「
再
現
力
」
の
あ
る
詩
の
例
と
し
て
批
評
的
に
扱
っ
て
い
る
。 
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問
七 

次
は
塚
本
邦
雄
の
短
歌
と
【
資
料
Ⅰ
】・【
資
料
Ⅱ
】
を
読
ん
だ
生
徒
に
よ
る
議
論
の
様
子
で
あ
る
。
塚
本
邦
雄
の
短
歌
と
【
資
料
Ⅰ
】・【
資
料
Ⅱ
】

の
内
容
の
理
解
と
し
て
明
ら
か
に
誤
っ
て
い
る

．
．
．
．
．
生
徒
の
発
言
を
次
の
ア
～
カ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

ア 

生
徒
Ａ
―
塚
本
邦
雄
の
歌
に
つ
い
て
、
【
資
料
Ⅰ
】
で
は
断
定
の
強
さ
が
あ
っ
て
透
徹
し
た
美
意
識
に
貫
か
れ
た
歌
、【
資
料
Ⅱ
】
で
は
あ
い
ま
い

さ
を
嫌
う
若
い
頃
の
い
ら
だ
ち
の
よ
う
な
感
情
が
鮮
明
に
感
じ
ら
れ
る
優
れ
た
歌
、
と
評
価
さ
れ
て
い
る
ね
。 

イ 

生
徒
Ｂ
―
作
者
の
塚
本
邦
雄
は
、
実
際
に
は
馬
に
も
触
れ
た
こ
と
が
な
い
よ
う
だ
け
れ
ど
、
よ
く
こ
ん
な
歌
が
詠
め
た
よ
ね
。
驚
い
た
よ
。 

 

ウ 

生
徒
Ｃ
―
た
し
か
に
馬
が
詠
ま
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
こ
の
歌
の
馬
は
本
物
と
言
う
よ
り
も
「
馬
一
般
」
と
い
う
の
が
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
な
概
念
と
し

て
の
「
馬
」
だ
よ
ね
。
【
資
料
Ⅰ
】
に
は
「
人
恋
は
ば
人
」
の
あ
と
に
断
定
の
強
さ
を
感
じ
る
と
書
い
て
あ
っ
た
け
れ
ど
、
そ
の
点
を
考
え
る
と
、

こ
の
歌
の
主
眼
は
あ
く
ま
で
「
人
恋
は
ば
人
あ
や
む
る
こ
こ
ろ
」
の
方
に
あ
る
ん
だ
と
思
う
。 

 

エ 

生
徒
Ｄ
―
人
を
恋
う
な
ら
そ
の
人
を
殺
め
た
い
と
思
う
ほ
ど
徹
底
的
に
。
人
を
殺
め
た
こ
と
は
無
い
け
れ
ど
、
共
感
し
て
し
ま
う
生
々
し
い
表
現
だ

と
思
っ
た
。 

 

オ 

生
徒
Ｅ
―
【
資
料
Ⅱ
】
で
「
実
感
の
再
現
」
と
書
い
て
あ
っ
た
け
れ
ど
、
そ
の
指
摘
通
り
、
体
験
し
た
こ
と
が
な
い
こ
と
で
も
読
者
を
共
感
さ
せ
る

よ
う
な
、
実
感
を
再
現
さ
せ
る
歌
と
言
え
る
ね
。
詩
の
力
っ
て
す
ご
い
な
。 

 

カ 

生
徒
Ｆ
―
馬
の
魂
が
「
冴
え
る
」
の
だ
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
手
触
り
と
し
て
の
「
冴
え
」
で
は
な
い
ん
だ
ろ
う
。「
冴
え
る
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
馬

の
魂
が
透
徹
と
し
て
い
る
印
象
を
受
け
た
。
あ
と
、
こ
の
歌
に
は
相
手
を
殺
め
る
と
こ
ろ
ま
で
行
き
つ
く
「
熱
情
」
も
あ
っ
て
、
そ
の
点
に
注
目
す

る
と
「
冴
え
」
と
「
熱
」
と
い
う
相
反
す
る
性
質
が
内
在
す
る
歌
だ
ね
。 
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【 

三 

】
次
の
文
章
を
読
み
、
後
の
各
問
い
に
答
え
よ
。
本
文
（
原
文
）
の
左
に
示
し
て
い
る
も
の
は
対
応
す
る
現
代
語
訳
で
あ
る
。
答
え
は
解
答
用
紙

に
楷
書
で
丁
寧
に
記
入
す
る
こ
と
。
な
お
、
指
示
さ
れ
た
表
記
方
法
以
外
で
解
答
し
た
場
合
は
採
点
さ
れ
な
い
た
め
注
意
せ
よ
。 

  

今
は
昔
、
人
の
も
と
に
宮
仕
え
し
て
あ
る①

生な
ま

侍
さ
ぶ
ら
ひ

あ
り
け
り
。
す
る
こ
と
の
な
き
ま
ま
に
、＊

１

清
水
へ
人
ま
ね
し
て
、＊

２

千
日
詣

せ
ん
に
ち
ま
う
で

を
二
度
し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

奉
公 

 
 
 
 
 
 

若
侍 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

な
に
も
す
る
こ
と
が
な
い
ま
ま
に
、 

た
り
け
り
。
そ
の
後
い
く
ば
く
も
な
く
し
て
、
主
の
も
と
に
あ
り
け
る
同
じａ

や
う
な
る
侍
と＊

３

双
六

す
ご
ろ
く

を
打
ち
け
る
が
、
多
く
負
け
て
、 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

さ
ほ
ど
た
た
な
い
う
ち
に
、 

主
人 

渡
す
べ
き
物
な
か
り
け
る
に
、Ａ

い
た
く
責
め
け
れ
ば
、Ｂ

思
ひ
わ
び
て
、
「②

我
持
ち
た
る
物
な
し
。
只た

だ

今③

貯
へ
た
る
物
と
て
は
、
清
水
に
二
千
度
参
り 

 

た
る
こ
と
の
み
な
む④

あ
る
。
そ
れ
を
渡
さ
む
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
傍

か
た
は

ら
に
て
聞
く
人
は
、⑤

謀は
か

る
な
り
と
、
を
こ
に
思
ひ
てｂ

笑
ひ
け
る
を
、
こ
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ば
か
ら
し
い
と
思
っ
て 

勝
ち
た
る
侍
、
い
と
よ
き
事
な
り
。
渡
さ
ば
得
ん
と
い
ひ
て
、「
い
な
、
か
く
て
は
請う

け
取
ら
じ
。
三
日
し
て
、
こ
の
由よ

し

を
申
し
て
、
お
の
れ
渡
す 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ
の
ま
ま
で
は 

 
 
 
 
 
 

三
日
精
進
し
て
、
事
の
い
き
さ
つ
を
申
し
上
げ
て
、 

由よ
し

の⑥

文
書
き
て
渡
さ
ば
こ
そ
請
け
取
ら⑦

め
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、「
よ
き
事
な
り
」
と
契ち

ぎ

り
て
、
そ
の
日
よ
り
精
進
し
て
、
三
日
と
い
ひ
け
る
日
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

約
束
し
て
、 

そ
の
日
か
ら
心
身
を
清
め
て 
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「
さ
は
、
い
ざ
清
水
へ
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
こ
の
負
侍
、
こ
の⑧

痴
者

し
れ
も
の

に
あ
ひ
た
る
と
、
を
か
し
く
思
ひ
て
、
悦

よ
ろ
こ

び
て
つ
れ
て
参
り
に
け
り
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

愚
か
者 

い
ふ
ま
ま
に
文
書
き
て
、
御
前
に
て
師
の
僧
呼
び
て
、
事
の
よ
し
申
さ
せ
て
、「
二
千
度
参
り
つ
る
事
、
そ
れ
が
し
に
双
六
に
打
ち
入
れ
つ
」
と 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

観
世
音
菩
薩
の
前
で
師
の
僧
を
呼
ん
で
、
い
き
さ
つ
を
申
し
上
げ
さ
せ
、 

書
き
て
取
ら
せ
け
れ
ば
、
請
け
取
り
つ
つ
悦
び
て
、
⑨

伏
し
拝
み
ま
か
り
出
で
に
け
り
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

退
出
し
た
の
だ
っ
た
。 

そ
の
後
い
く
程
な
く
し
て
、
こ
の
負
侍
思
ひ
か
け
ぬ
事
に
て
捕
へ
ら
れ
て
人
屋

ひ

と

や

に
ｃ

ゐ
に
け
り
。
取
り
た
る
侍
は
、
思
ひ
か
け
ぬ
た
よ
り
あ
る
妻 

 
 
 
 
 
 
 
 

ま
も
な
く
し
て
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

牢
屋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

裕
福
な
家
の
妻
を 

ま
う
け
て
、
い
と
よ
く
徳
つ
き
て
、
司

つ
か
さ

な
ど
な
り
て
、
頼
も
し
く
て
ぞ
あ
り
け
る
。 

得
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

任
官
に
あ
ず
か
り
、 

ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ 

 
 

【 
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
（
巻
六
第
四
段
） 

※
問
題
作
成
の
都
合
上
一
部
改
変 

】 

（
語
注
） 

＊
１ 

清
水 

今
の
京
都
府
東
山
区
に
あ
る
清
水
寺
。 

 

＊
２ 

千
日
詣 

同
じ
神
社
仏
閣
に
千
日
参
り
続
け
る
と
願
い
が
叶
う
伝
承
が
あ
る
。 

＊
３ 

双
六 

盤
を
は
さ
ん
で
対
座
し
、
盤
上
に
そ
れ
ぞ
れ
白
ま
た
は
黒
の
十
二
の
駒
を
並
べ
、
二
つ
の
賽さ

い

を
振
り
、
出
た
目
の
数
に
よ
っ
て
駒
を
動
か
し
、

敵
陣
に
攻
め
込
ん
で
勝
負
を
競
っ
た
も
の
。
作
中
で
は
、
物
を
賭か

け
て
い
る
。 



- 17 - 

 

問
一 

二
重
傍
線
部
ａ
～
ｃ
を
現
代
仮
名
遣
い
に
改
め
、
全
て
平
仮
名
で

．
．
．
．
．
．
答
え
よ
。 

ａ 

や
う
な
る 

 
 

ｂ 

笑
ひ
け
る 

 
 

ｃ 

ゐ
に
け
り 

問
二 

波
線
部
Ａ
「
い
た
く
」、
Ｂ
「
思
ひ
わ
び
て
」
の
本
文
中
に
お
け
る
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
オ
か
ら
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で

答
え
よ
。 

Ａ 

「
い
た
く
」 

 
 
 

ア 

珍
し
く 

 
 
 

イ 

優
し
く 
 
 

ウ 

静
か
に 

 
 

エ 

激
し
く 

 
 

オ 

淡
々
と 

Ｂ 

「
思
ひ
わ
び
て
」 

 

ア 

腹
が
立
っ
て 

 

イ 

恥
ず
か
し
が
っ
て 

 

ウ 

困
っ
て
し
ま
っ
て 

 

エ 

有
難
く
思
っ
て 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

オ 

冷
静
に
な
っ
て 

問
三 

傍
線
部
①
「
生
侍
」
、
②
「
我
」、
⑥
「
文
」
の
す
ぐ
後
に
補
う
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
語
を
、
次
の
ア
～
オ
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
記

号
で
答
え
よ
。
た
だ
し
同
じ
語
を
二
回
以
上
用
い
て
は
な
ら
な
い
。 

ア 

は 
 

イ 

が 
 

ウ 

と 
 

エ 

を 
 

オ 

に 

問
四 

傍
線
部
③
「
貯
へ
た
る
物
」
と
は
何
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
オ
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

 
 

ア 

双
六
で
勝
っ
て
得
た
賞
品 

 
 
 

イ 

千
日
詣
を
二
度
し
た
経
験 

 
 
 
 

ウ 

任
官
と
い
う
役
職 

 
 

エ 

こ
れ
ま
で
貯
め
て
い
た
お
金 

 
 

オ 

双
六
で
勝
っ
た
嬉
し
い
気
持
ち 

問
五 

傍
線
部
④
「
あ
る
」
、
⑦
「
め
」
の
両
者
に
は
こ
の
部
分
を
含
む
一
文
中
に
特
別
な
語
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
文
末
が
終
止
形
で
は
な
く
な
る
「
係

り
結
び
の
法
則
」
が
見
ら
れ
る
。「
あ
る
」、「
め
」
そ
れ
ぞ
れ
の
活
用
形
を
次
の
ア
～
オ
か
ら
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
よ
。 

 
 

ア 

未
然
形 

 
 

イ 

連
用
形 

 
 

ウ 

終
止
形 

 
 

エ 

連
体
形 

 
 

オ 

已
然
形 

 
 

カ 

命
令
形 
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問
六 

傍
線
部
⑤
「
謀
る
な
り
」
と
あ
る
が
、「
傍
ら
に
聞
く
人
」
は
な
ぜ
そ
う
思
っ
た
の
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
オ
か
ら

選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

 
 

ア 
千
日
詣
を
二
度
も
し
た
経
験
を
も
ら
う
こ
と
を
う
ら
や
ま
し
く
感
じ
た
た
め
。 

 
 

イ 

千
日
詣
の
経
験
は
目
に
見
え
な
い
も
の
な
の
で
、
だ
ま
す
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
た
め
。 

 
 

ウ 

目
に
は
見
え
な
い
経
験
を
ゆ
ず
る
と
い
う
聞
い
た
こ
と
の
な
い
行
為
に
感
心
し
た
た
め
。 

 
 

エ 

千
日
詣
を
二
度
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
双
六
で
相
手
に
負
け
て
し
ま
っ
た
た
め
。 

 
 

オ 

清
水
寺
で
千
日
詣
を
二
度
も
し
た
か
い
が
あ
り
、
双
六
で
相
手
に
勝
て
た
た
め
。 

問
七 

傍
線
部
⑧
「
痴
者
」
と
は
誰
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
オ
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

 
 

ア 

負
け
た
侍 

 

イ 

僧 
 

ウ 
勝
っ
た
侍 

 
 

エ 

観
世
音
菩
薩 

 

オ 

筆
者 

問
八 

傍
線
部
⑨
「
伏
し
拝
み
」
の
主
体
（
主
語
）
は
誰
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
オ
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

 
 

ア 

負
け
た
侍 

 

イ 

僧 
 

ウ 

勝
っ
た
侍 

 
 

エ 

観
世
音
菩
薩 

 

オ 

筆
者 

問
九 

文
章
中
に
は
も
う
一
つ
会
話
文
と
し
て
「 

 

」
を
つ
け
た
ほ
う
が
よ
い
箇
所
が
あ
る
。
そ
の
部
分
を
本
文
中
か
ら
十
三
字
（
句
読
点
含
む
）
で
特

定
し
、
は
じ
め
の
三
字
を
答
え
よ
。 

問
十 

こ
の
物
語
の
最
後
の
あ
あ
あ
あ
あ
に
当
て
は
ま
る
文
と
し
て
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
オ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

 
 

ア 

「
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
。」 

 
 

イ 

「
千
日
詣
を
二
度
す
と
も
、
双
六
な
ど
の
賭
け
事
せ
ば
、
そ
れ
も
こ
と
ご
と
く
い
た
づ
ら
に
な
れ
ば
賭
け
事
は
す
べ
か
ら
ず
。」 

 
 

ウ 

「
目
に
見
え
ぬ
も
の
を
相
手
に
渡
さ
む
と
す
と
、
仏
か
ら
の
天
罰
を
受
く
る
ほ
ど
あ
れ
ば
、
こ
こ
ろ
お
く
べ
し
。」 

 
 

エ 

「
千
日
詣
の
ご
と
き
も
の
は
、
幾
度
も
す
べ
き
も
の
な
ら
ず
。
信
心
深
く
一
度
ば
か
り
行
ふ
こ
と
に
か
ひ
あ
り
。」 

 
 

オ 

「
清
水
寺
の
観
世
音
菩
薩
に
も
、
千
日
詣
を
二
度
せ
る
侍
に
も
、
目
に
見
え
ぬ
も
の
な
れ
ば
、
な
す
す
べ
な
し
。」 
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