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【
文
章
Ⅰ
語
注
】 

１ 

あ
だ
な
る
契
り 

は
か
な
く
、
実
を
結
ば

な
か
っ
た
約
束
。 

２ 

千
里
の
外 

は
る
か
遠
い
所
。 

   

（
『
和
漢
朗
詠
集
』
十
五
夜 

白は
く

居き
ょ

易い

） 

３ 

椎
柴 

椎
の
木
の
こ
と
。 

４ 

白
樫 

樫
の
一
種
。 

５ 

あ
か
ら
め 

わ
き
見
。 

三
「

五

夜

中ノ

新

月ノ

色、

二じ

千せ
ん

里り
ノ

外
ほ
か
ノ

故

人ノ

心
」

 
花
は
盛
り
に
『
徒
然
草
』
／
兼
好
法
師
が
詞
の
あ
げ
つ
ら
ひ
『
玉
勝
間
』 

 

◇
次
の
【
文
章
Ⅰ
】
は
『
徒
然
草
』
の
一
節
で
あ
る
。
【
文
章
Ⅱ
】
は
『
玉
勝
間
』
の
一
節
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
（
問
１
～
５
）
に
答
え
よ
。 

 

【
文
章
Ⅰ
】 

 

 

花
は
盛
り
に
、
月
は
隈く

ま

な
き
を
の
み
見
る
も
の
か
は
。
雨
に
対む

か

ひ
て
月
を
恋
ひ
、
た
れ

こ
め
て
春
の
行
方
知
ら
ぬ
も
、
な
ほ
あ
は
れ
に
情
け
深
し
。

ａ

咲
き
ぬ
べ
き
ほ
ど
の

梢
こ
ず
ゑ

、

散
り
し
を
れ
た
る
庭
な
ど
こ
そ
、
見
ど
こ
ろ
多
け
れ
。
歌
の

詞
こ
と
ば

書が
き

に
も
、
「
花
見
に
ま
か

れ
り
け
る
に
、
早
く
散
り
過
ぎ
に
け
れ
ば
」
と
も
、
「
障
る
こ
と
あ
り
て
ま
か
ら
で
」
な
ど

も
書
け
る
は
、
「
花
を
見
て
」
と
言
へ
る
に
劣
れ
る
こ
と
か
は
。
花
の
散
り
、
月
の

傾
か
た
ぶ

く

を
慕
ふ
な
ら
ひ
は
さ
る
こ
と
な
れ
ど
、
殊
に
か
た
く
な
な
る
人
ぞ
、
「
こ
の
枝
、
か
の
枝
散

り
に
け
り
。
今
は
見
ど
こ
ろ
な
し
。
」
な
ど
は
言
ふ
め
る
。 

 

①

よ
ろ
づ
の
こ
と
も
、
始
め
終
は
り
こ
そ
を
か
し
け
れ
。

男
を
と
こ

女
を
ん
な

の
情
け
も
、
ひ
と
へ
に

あ
ひ
見
る
を
ば
い
ふ
も
の
か
は
。
あ
は
で
や
み
に
し
憂
さ
を
思
ひ
、

１

あ
だ
な
る
契
り
を
か

こ
ち
、
長
き
夜
を
独
り
明
か
し
、

ｂ

遠
き
雲く

も

居ゐ

を
思
ひ
や
り
、
浅あ

さ

茅ぢ

が
宿
に
昔
を
し
の
ぶ
こ

そ
、
色
好
む
と
は
い
は
め
。 

 

望
月

も
ち
づ
き

の
隈
な
き
を

２

千ち

里さ
と

の
外ほ

か

ま
で
な
が
め
た
る
よ
り
も
、
暁
近
く
な
り
て
待
ち
出い

で
た

る
が
、
い
と
心
深
う
、
青
み
た
る
や
う
に
て
、
深
き
山
の
杉
の
梢
に
見
え
た
る
、
木こ

の
間ま

の
影
、
う
ち
し
ぐ
れ
た
る
群む

ら

雲く
も

隠が
く

れ
の
ほ
ど
、
ま
た
な
く
あ
は
れ
な
り
。

３

椎し
ひ

柴し
ば

、
４

白し
ら

樫か
し

な
ど
の
濡ぬ

れ
た
る
や
う
な
る
葉
の
上
に
き
ら
め
き
た
る
こ
そ
、
身
に
し
み
て
、

ｃ

心
あ
ら
ん

友
も
が
な
と
、
都
恋
し
う
お
ぼ
ゆ
れ
。 

 

②

す
べ
て
、
月
、
花
を
ば
、
さ
の
み
目
に
て
見
る
も
の
か
は
。
春
は
家
を
立
ち
去
ら
で
も
、

月
の
夜
は
閨ね

や

の
う
ち
な
が
ら
も
思
へ
る
こ
そ
、
い
と
頼
も
し
う
、
を
か
し
け
れ
。 

 

③

よ
き
人
は
、
ひ
と
へ
に
す
け
る
さ
ま
に
も
見
え
ず
、
興
ず
る
さ
ま
も
な
ほ
ざ
り
な
り
。

④

片
田
舎
の
人
こ
そ
、
色
濃
く
よ
ろ
づ
は
も
て
興
ず
れ
。
花
の
も
と
に
は
、
ね
ぢ
寄
り
立
ち

寄
り
、

５

あ
か
ら
め
も
せ
ず
ま
も
り
て
、
酒
飲
み
、
連れ

ん

歌が

し
て
、
果
て
は
、
大
き
な
る
枝
、

心
な
く
折
り
取
り
ぬ
。
泉
に
は
手
足
さ
し
浸
し
て
、
雪
に
は
下
り
立
ち
て
跡
付
け
な
ど
、

よ
ろ
づ
の
も
の
、
よ
そ
な
が
ら
見
る
こ
と
な
し
。 

 
 
 

 
 

 
 

【
第
百
三
十
七
段
】 

 

【
文
章
Ⅱ
】 

 

 

兼け
ん

好か
う

法
師
が
徒
然
草

つ
れ
づ
れ
ぐ
さ

に
、
「
花
は
盛
り
に
、
月
は
隈く

ま

な
き
を
の
み
見
る
も
の
か
は
。
」
と

か
言
へ
る
は
、
い
か
に
ぞ
や
。
い
に
し
へ
の
歌
ど
も
に
、
花
は
盛
り
な
る
、
月
は
隈
な
き

を
見
た
る
よ
り
も
、
花
の
も
と
に
は
風
を
か
こ
ち
、
月
の
夜
は
雲
を
厭い

と

ひ
、
あ
る
は
、
待

ち
惜
し
む
心
づ
く
し
を
詠
め
る
ぞ
多
く
て
、
心
深
き
も
、
殊
に
さ
る
歌
に
多
か
る
は
、
み

な
、
花
は
盛
り
を
の
ど
か
に
見
ま
ほ
し
く
、
月
は
隈
な
か
ら
ん
こ
と
を
思
ふ
心
の
せ
ち
な

る
か
ら
こ
そ
、
さ
も
え
あ
ら
ぬ
を
嘆
き
た
る
な
れ
。
い
づ
こ
の
歌
に
か
は
、
花
に
風
を
待

ち
、
月
に
雲
を
願
ひ
た
る
は
あ
ら
ん
。
さ
る
を
、
か
の
法
師
が
言
へ
る
ご
と
く
な
る
は
、

人
の
心
に
逆
ひ
た
る
、
後
の
世
の
さ
か
し
ら
心
の

１

作
り
雅み

や

び
に
し
て
、
ま
こ
と
の
雅
び
心

に
は
あ
ら
ず
。
か
の
法
師
が
言
へ
る
言こ

と

ど
も
、
こ
の
類
ひ
多
し
。
み
な
、
同
じ
こ
と
な
り
。 

 

す
べ
て
、
な
べ
て
の
人
の
願
ふ
心
に
違た

が

へ
る
を
雅
び
と
す
る
は
、
作
り
こ
と
ぞ
多
か
り

け
る
。
恋
に
、
あ
へ
る
を
喜
ぶ
歌
は
心
深
か
ら
で
、
あ
は
ぬ
を
嘆
く
歌
の
み
多
く
し
て
心

深
き
も
、
あ
ひ
見
ん
こ
と
を
願
ふ
か
ら
な
り
。
人
の
心
は
、
う
れ
し
き
こ
と
は
さ
し
も
深

く
は
お
ぼ
え
ぬ
も
の
に
て
、
た
だ
、
心
に
か
な
は
ぬ
こ
と
ぞ
深
く
身
に
し
み
て
は
お
ぼ
ゆ

る
わ
ざ
な
れ
ば
、
す
べ
て
、
う
れ
し
き
を
詠
め
る
歌
に
は
、
心
深
き
は
少
な
く
て
、
心
に

か
な
は
ぬ
筋
を
悲
し
み
憂
へ
た
る
に
、
あ
は
れ
な
る
は
多
き
ぞ
か
し
。
し
か
り
と
て
、
わ

び
し
く
悲
し
き
を
雅
び
た
り
と
て
願
は
ん
は
、
人
の
ま
こ
と
の
情

こ
こ
ろ

な
ら
め
や
。 

 

【
文
章
Ⅱ
語
注
】 

１ 

作
り
雅
び 

こ
と
さ
ら
に
作
り
あ
げ
た
風

情
。 
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問
１ 

【
文
章
Ⅰ
】
の
傍
線
部
ａ
～
ｃ
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の
ア
～
オ
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ア 

咲
く
か
ど
う
か
も
分
か
ら
な
い
頃
の
桜
の
梢 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

イ 

半
分
ほ
ど
咲
い
て
い
る
頃
の
桜
の
梢 

ａ 
咲
き
ぬ
べ
き
ほ
ど
の
梢 

 

ウ 

も
う
咲
き
き
っ
て
し
ま
っ
た
頃
の
桜
の
梢 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

エ 

今
に
も
咲
き
そ
う
な
頃
の
桜
の
梢 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

オ 

ま
だ
咲
い
て
は
い
な
い
頃
の
桜
の
梢 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ア 

は
る
か
な
空
を
見
上
げ
て
物
思
い
に
沈
み 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

イ 

は
る
か
か
な
た
に
い
る
恋
人
を
思
い
や
っ
た
り 

ｂ 

遠
き
雲
居
を
思
ひ
や
り 

 

ウ 

は
る
か
遠
い
宮
中
に
い
る
帝
に
思
い
を
馳は

せ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
エ 

は
る
か
か
な
た
を
漂
う
雲
を
眺
め
た
り 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

オ 
は
る
か
先
に
あ
る
死
に
つ
い
て
考
え
た
り 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ア 

冷
た
い
心
し
か
な
い
友
は
ほ
し
く
な
い 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

イ 

立
派
な
心
を
持
つ
友
も
い
た
も
の
だ
よ 

ｃ 

心
あ
ら
ん
友
も
が
な 

 
 

ウ 

情
趣
の
分
か
る
よ
う
な
友
が
あ
れ
ば
な
あ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

エ 

理
解
力
に
た
け
た
友
が
か
つ
て
は
い
た
の
に 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

オ 

優
し
い
心
が
友
に
は
あ
っ
て
ほ
し
い
も
の
だ 

問
２ 

傍
線
部
①
「
よ
ろ
づ
の
こ
と
も
、
始
め
終
は
り
こ
そ
を
か
し
け
れ
」
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
オ

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。 

 
 

ア 

そ
れ
以
外
の
物
事
で
も
、
そ
の
始
ま
り
や
終
わ
り
に
は
失
敗
や
問
題
が
生
じ
が
ち
だ
と
い
う
こ
と
。 

イ 

そ
れ
以
外
の
物
事
で
も
、
そ
の
始
ま
り
や
終
わ
り
に
ば
か
り
人
は
注
目
し
が
ち
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。 

ウ 

何
事
に
し
て
も
、
繰
り
返
し
経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
実
が
理
解
で
き
る
の
だ
と
い
う
こ
と
。 

エ 

何
事
に
し
て
も
、
そ
の
始
ま
り
や
終
わ
り
に
は
そ
の
時
な
り
の
趣
が
感
じ
ら
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
。 

オ 

何
事
に
し
て
も
、
そ
の
始
ま
り
や
終
わ
り
を
経
験
せ
ず
に
済
ま
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
。 

問
３ 

傍
線
部
②
「
す
べ
て
、
月
、
花
を
ば
、
さ
の
み
目
に
て
見
る
も
の
か
は
」
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア

～
オ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。 

 
 

ア 

月
や
花
と
い
っ
た
も
の
は
、
見
た
だ
け
で
満
足
し
、
和
歌
を
詠
む
こ
と
を
し
な
い
で
い
る
の
で
は
不
十
分
な
の
だ
と
い
う
こ
と
。 

イ 

月
や
花
と
い
っ
た
も
の
は
、
そ
の
場
で
実
際
に
目
に
し
な
け
れ
ば
、
本
当
の
美
し
さ
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
。 

ウ 

月
や
花
と
い
っ
た
も
の
は
、
実
際
に
目
で
見
る
よ
り
も
、
心
の
中
で
思
い
描
く
ほ
う
が
味
わ
い
深
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
。 

エ 

月
や
花
と
い
っ
た
も
の
は
、
刻
々
と
変
化
す
る
も
の
で
、
人
の
目
で
す
べ
て
を
捉
え
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
な
の
だ
と
い
う
こ
と
。 

オ 

月
や
花
と
い
っ
た
も
の
は
、
目
で
見
る
だ
け
で
な
く
、
五
感
を
使
っ
て
そ
の
美
し
さ
を
味
わ
う
心
構
え
が
必
要
な
の
だ
と
い
う
こ
と
。 

問
４ 

傍
線
部
③
「
よ
き
人
」
、
傍
線
部
④
「
片
田
舎
の
人
」
の
違
い
に
つ
い
て
、
筆
者
は
ど
う
考
え
て
い
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア

～
オ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。 

 
 

ア 

人
生
と
い
う
も
の
の
受
け
止
め
方
に
お
い
て
、
「
よ
き
人
」
は
鷹
揚

お
う
よ
う

だ
が
、「
片
田
舎
の
人
」
は
意
地
汚
く
幸
福
を
追
求
す
る
と
い
う
考
え
。 

イ 

人
へ
の
接
し
方
に
お
い
て
、「
よ
き
人
」
は
十
分
な
距
離
感
を
持
っ
て
接
す
る
が
、「
片
田
舎
の
人
」
は
ず
け
ず
け
と
踏
み
込
む
と
い
う
考
え
。 

ウ 

物
事
の
情
趣
を
感
じ
る
態
度
に
お
い
て
、
「
よ
き
人
」
は
い
い
加
減
だ
が
、「
片
田
舎
の
人
」
は
些さ

細さ
い

な
こ
と
で
も
真
剣
に
向
き
合
う
と
い
う
考
え
。 

エ 

物
事
を
理
解
す
る
態
度
に
お
い
て
、「
よ
き
人
」
は
広
く
浅
く
理
解
す
る
が
、「
片
田
舎
の
人
」
は
狭
く
深
く
理
解
す
る
と
い
う
考
え
。 

オ 

物
事
を
お
も
し
ろ
が
る
態
度
に
お
い
て
、
「
よ
き
人
」
は
あ
っ
さ
り
し
て
い
る
が
、「
片
田
舎
の
人
」
は
し
つ
こ
く
も
て
は
や
す
と
い
う
考
え
。 

問
５ 

三
人
の
人
物
が
【
文
章
Ⅰ
】
と
【
文
章
Ⅱ
】
に
つ
い
て
討
論
し
た
。
次
は
、
そ
の
【
三
人
の
人
物
に
よ
る
討
論
の
一
部
】
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
問

い
（
ⅰ
・
ⅱ
）
に
答
え
よ
。 

 

【
三
人
の
人
物
に
よ
る
討
論
の
一
部
】 

 
 

Ａ
さ
ん 

【
文
章
Ⅰ
】
に
つ
い
て
批
判
し
て
い
る
の
が
【
文
章
Ⅱ
】
な
ん
だ
ね
。 

 
 

Ｂ
さ
ん 

そ
う
だ
ね
。
【
文
章
Ⅱ
】
は
、
「
花
は
盛
り
に
、
月
は
隈
な
き
を
の
み
見
る
も
の
か
は
」
に
つ
い
て
、
異
議
を
申
し
立
て
て
い
る
ね
。 

 
 

Ｃ
さ
ん 

【
文
章
Ⅱ
】
は
、 

 

Ａ 
 

 

と
考
え
て
い
る
わ
け
だ
ね
。 

 
 

Ａ
さ
ん 

兼
好
法
師
の
発
言
を
、
「
人
の
心
に
逆
ひ
た
る
、
後
の
世
の
さ
か
し
ら
心
の
作
り
雅
び
」
「
ま
こ
と
の
雅
び
心
に
は
あ
ら
ず
」
と
ま
で
言
っ
て
い
る
よ
。 

 
 

Ｂ
さ
ん 

そ
う
そ
う
。
で
も
、
【
文
章
Ⅰ
】
と
【
文
章
Ⅱ
】
は
時
代
的
な
隔
た
り
が
大
き
い
よ
ね
。
そ
の
時
代
で
よ
い
と
思
う
も
の
も
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
は

な
い
か
な
。 

 
 

Ｃ
さ
ん 

そ
う
か
も
し
れ
な
い
ね
。【
文
章
Ⅰ
】
か
ら
【
文
章
Ⅱ
】
の
間
に
は
、 

 

Ｂ 
 

 

な
ど
の
文
学
作
品
が
見
ら
れ
る
か
ら
、
読
ん
で
み
よ
う
よ
。 

 

ⅰ 

【
三
人
の
人
物
に
よ
る
討
論
の
一
部
】
の
空
欄
Ａ
に
入
る
語
句
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
オ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。 

 
 

ア 

兼
好
法
師
の
和
歌
の
内
容
に
対
し
て
、
そ
の
意
見
に
は
矛
盾
が
あ
り
、
説
得
力
が
な
い
し
信
頼
に
足
る
も
の
で
は
な
い 

イ 

兼
好
法
師
の
和
歌
の
批
判
ま
で
行
っ
て
、
兼
好
法
師
の
考
え
方
は
浅
薄
で
、
文
学
的
才
能
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い 

ウ 

昔
の
和
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
内
容
と
兼
好
法
師
の
意
見
を
一
緒
く
た
に
批
判
し
て
、
そ
の
意
見
に
は
根
拠
と
な
る
も
の
が
な
い 

エ 

昔
の
和
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
内
容
に
つ
い
て
、
人
は
皆
本
心
で
は
盛
り
の
花
や
欠
け
る
こ
と
の
な
い
満
月
を
見
た
が
る
も
の
だ 

オ 

昔
の
和
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
内
容
を
根
拠
に
し
て
、
何
を
す
ば
ら
し
い
と
感
じ
る
か
は
そ
の
人
ご
と
に
異
な
っ
て
い
る 

 

ⅱ 

【
三
人
の
人
物
に
よ
る
討
論
の
一
部
】
の
空
欄
Ｂ
に
入
る
語
句
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
、
次
の
ア
～
オ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。 

 
 

ア 

折
た
く
柴
の
記 

 

イ 

無
名
抄 

 

ウ 

太
平
記 

 

エ 

世
間
胸
算
用 

 

オ 

駿
台
雑
話 
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花
は
盛
り
に
『
徒
然
草
』
／
兼
好
法
師

が
詞
の
あ
げ
つ
ら
ひ
『
玉
勝
間
』 

 
 

 
 

 
 

年 
 

 

組 
 
 

番 

氏名 

 

評点 

 

問
３ 

問
１ 

 

ａ 
 

問
４ ｂ 

  

問
５ 

ｃ 
 

ⅰ 
 

問
２ 

ⅱ 

 

 

 



サンプル 

4 

 

解
答
解
説 

 

花
は
盛
り
に
『
徒
然
草
』
／
兼
好
法
師
が
詞
の
あ
げ
つ
ら
ひ
『
玉
勝
間
』 

 

〈
50
点
〉 

  

問
１ 

ａ
＝
エ 
ｂ
＝
イ 

ｃ
＝
ウ 

 

（
各
５
点 

15
点
） 

 

解
説 

 
 

ａ 

「
咲
き
」
は
カ
行
四
段
活
用
動
詞
「
咲
く
」
の
連
用
形
。
「
ぬ
」
は
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の
終
止
形
で
、
こ
こ
で
は
強
意
を
表
し
、
「
べ
き
」
は
推
量
の
助
動

詞
「
べ
し
」
の
連
体
形
で
、「
ぬ
べ
し
」
で
「
…
し
て
し
ま
い
そ
う
だ
」
な
ど
と
い
う
意
味
に
な
る
。 

 
 

ｂ 

「
雲
居
」
は
、
①
「
空
」
、
②
「
雲
」
、
③
「
は
る
か
に
離
れ
た
所
」
、
④
「
宮
中
」
な
ど
の
意
味
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
前
の
部
分
に
「
男
女
の
情
け
も
…
」

と
あ
り
、
恋
愛
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
箇
所
で
あ
っ
て
、
③
の
意
味
。 

 
 

ｃ 

「
心
あ
ら
」
は
ラ
行
変
格
活
用
動
詞
「
心
あ
り
」
の
未
然
形
で
、
「
心
」
は
「
趣
」
を
意
味
し
て
い
る
。
「
ん
」
は
推
量
の
助
動
詞
「
ん
（
む
）
」
の
連
体
形
で
、

こ
こ
で
は
婉
曲
の
意
味
を
表
す
。
し
た
が
っ
て
、
「
心
あ
ら
ん
友
」
と
は
、
「
情
趣
の
分
か
る
よ
う
な
友
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
も
が
な
」
は
終
助
詞
で
、
願

望
を
表
す
。 

 

問
２ 

エ 
 

（
７
点
） 

 

解
説 

本
文
冒
頭
に
あ
る
、
「
花
は
盛
り
に
、
月
は
隈
な
き
を
の
み
見
る
も
の
か
は
」
（
＝
桜
の
花
は
盛
り
に
咲
き
そ
ろ
っ
て
い
る
状
態
だ
け
を
、
月
は
一
点
の
曇
り
な
く

輝
い
て
い
る
状
態
だ
け
を
見
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
い
や
、
そ
う
と
は
限
ら
な
い
）
と
い
う
話
題
に
引
き
続
き
、
「
花
」
や
「
月
」
だ
け
で
は
な
く
、
「
よ
ろ
づ
の
こ

と
も
」
（
＝
一
般
に
何
事
で
も
）
同
じ
で
あ
る
、
と
い
う
文
脈
で
あ
る
。
傍
線
部
の
直
後
で
は
、
「
男
女
の
情
け
」
を
例
に
挙
げ
て
説
明
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
エ
が

正
解
。 

ア
・
イ
は
「
よ
ろ
づ
の
こ
と
」
を
「
そ
れ
以
外
の
物
事
」
と
し
て
い
る
の
で
間
違
い
。
ウ
・
オ
は
「
始
め
終
は
り
こ
そ
を
か
し
け
れ
」
を
正
し
く
解
釈
し
て
い
な

い
の
で
間
違
い
。 

 

問
３ 

ウ 
 

（
７
点
） 

 

解
説 

 
 

 

傍
線
部
の
「
も
の
か
は
」
は
終
助
詞
で
、
反
語
の
意
味
を
表
す
の
で
、
「
総
じ
て
、
月
や
、
花
を
、
そ
う
む
や
み
に
目
で
ば
か
り
見
る
も
の
だ
ろ
う
か
、
い
や
、

そ
う
で
は
あ
る
ま
い
」
と
訳
す
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
理
由
を
、
直
後
で
、
「
春
は
家
を
立
ち
去
ら
で
…
閨
の
う
ち
な
が
ら
も
思
へ
る
こ
そ
、
い
と
頼
も

し
う
、
を
か
し
け
れ
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
実
際
に
そ
の
も
の
を
見
る
よ
り
も
、
心
の
中
で
思
い
描
く
ほ
う
が
味
わ
い
深
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ

と
を
言
っ
て
い
る
の
で
、
ウ
が
正
解
。 

 
 

 

ア
は
「
和
歌
を
詠
む
こ
と
を
し
な
い
で
い
る
の
で
は
不
十
分
」
、
イ
は
「
そ
の
場
で
…
美
し
さ
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
、
エ
は
「
人
の
目
で
す
べ
て
を
捉
え
る

と
い
う
こ
と
は
不
可
能
」、
オ
は
「
五
感
を
使
っ
て
そ
の
美
し
さ
を
味
わ
う
心
構
え
が
必
要
」
が
間
違
い
。 

 

問
４ 

オ 
 

（
８
点
） 

 

解
説 

 
 

 

「
よ
き
人
」
と
は
、
「
身
分
が
高
く
教
養
の
あ
る
人
」
の
こ
と
。
「
興
ず
る
さ
ま
も
な
ほ
ざ
り
な
り
」
と
あ
り
、
形
容
動
詞
「
な
ほ
ざ
り
な
り
」
は
、
①
「
い
い
加

減
だ
」
、
②
「
あ
っ
さ
り
し
て
い
る
」
な
ど
の
意
味
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
②
の
意
味
。
対
す
る
「
片
田
舎
の
人
」
に
つ
い
て
は
、
「
色
濃
く
よ
ろ
づ
は
も
て
興
ず

れ
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
「
し
つ
こ
く
何
事
を
も
お
も
し
ろ
が
っ
て
も
て
は
や
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
は
、
「
片
田
舎
の
人
」
の
振
る
舞
い
に
つ
い
て
批

判
的
に
述
べ
て
い
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
筆
者
は
「
よ
き
人
」
の
ほ
う
の
態
度
こ
そ
称
賛
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
よ
っ
て
、
オ
が
正
解
。 

 
 

 

ア
・
イ
・
エ
は
、
「
よ
き
人
」
と
「
片
田
舎
の
人
」
の
比
較
内
容
が
間
違
い
。
ウ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
評
価
が
本
文
の
叙
述
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
間

違
い
。 

 

問
５ 

ⅰ
＝
エ 

 

（
７
点
） 

 

解
説 

 
 

 

空
欄
Ａ
に
は
、
【
文
章
Ⅰ
】
に
対
す
る
【
文
章
Ⅱ
】
の
考
え
が
入
る
。
【
文
章
Ⅱ
】
で
は
、
【
文
章
Ⅰ
】
の
「
花
は
盛
り
に
、
月
は
隈
な
き
を
の
み
見
る
も
の
か
は
」
、

つ
ま
り
、
花
や
月
は
盛
り
を
の
み
見
る
も
の
と
は
限
ら
な
い
、
と
い
う
考
え
に
対
し
、
「
い
か
に
ぞ
や
」
（
＝
ど
う
で
あ
ろ
う
か
）
と
疑
問
を
呈
し
、
「
い
に
し
へ
の

歌
ど
も
」
に
書
か
れ
た
内
容
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
和
歌
に
は
、
「
花
の
も
と
に
は
風
を
か
こ
ち
、
月
の
夜
は
雲
を
厭
ひ
…
多
く
」
、
つ
ま
り
、
「
み
な
、
花

は
盛
り
を
の
ど
か
に
見
ま
ほ
し
く
、
月
は
隈
な
か
ら
ん
こ
と
を
思
ふ
心
の
せ
ち
な
る
」
と
あ
る
。
昔
の
和
歌
に
は
、
花
を
散
ら
す
風
や
月
を
隠
す
雲
を
い
や
が
る
歌

が
多
く
、
皆
、
花
は
盛
り
を
月
は
曇
り
が
な
い
の
を
見
た
い
の
だ
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
エ
が
正
解
。 

ア
・
イ
は
、
「
兼
好
法
師
の
和
歌
」
が
間
違
い
。
ウ
は
「
昔
の
和
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
内
容
と
兼
好
法
師
の
意
見
を
一
緒
く
た
に
批
判
し
て
」
、
オ
は
「
何
を
す
ば

ら
し
い
と
感
じ
る
か
は
そ
の
人
ご
と
に
異
な
っ
て
い
る
」
が
間
違
い
。 

 
 

 
 

ⅱ
＝
イ 

 

（
６
点
） 

 

解
説 

 
 

 

空
欄
Ｂ
に
は
、
【
文
章
Ⅰ
】
と
【
文
章
Ⅱ
】
の
間
に
書
か
れ
た
作
品
と
し
て
適
当
で
は
な
い
も
の
が
入
る
。
【
文
章
Ⅰ
】
の
『
徒
然
草
』
は
鎌
倉
時
代
末
期
（
十
四

世
紀
前
半
）
に
成
立
、
【
文
章
Ⅱ
】
の
『
玉
勝
間
』
は
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
正
月
か
ら
書
き
始
め
、
没
年
（
一
八
〇
一
）
に
至
る
ま
で
書
か
れ
た
も
の
。
ア

『
折
た
く
柴
の
記
』
は
、
新
井
白
石
に
よ
る
自
伝
。
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
に
起
筆
し
、
享
保
一
〇
年
（
一
七
二
五
）
に
作
者
が
没
す
る
ま
で
の
間
に
成
立
。
イ

『
無
名
抄
』
は
、
鎌
倉
時
代
の
一
二
一
一
～
一
二
一
六
年
頃
に
成
立
し
た
、
鴨
長
明
に
よ
る
歌
論
書
。
よ
っ
て
、
こ
れ
が
正
解
。
ウ
『
太
平
記
』
は
、
南
北
朝
時
代

の
軍
記
物
語
。
エ
『
世
間
胸
算
用
』
は
、
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
に
成
立
し
た
、
井
原
西
鶴
に
よ
る
浮
世
草
子
。
オ
『
駿
台
雑
話
』
は
、
享
保
十
七
年
（
一
七
三

二
）
に
成
立
し
た
、
室
鳩
巣
の
随
筆
。 

 


