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今
回
は
国
公
立
大
学
二
次
試
験
の
古
文
を
扱
う
。
記
述
問
題
な
の
で
内
容
を
深
く
理
解
し
て
解
答
す
る
必
要
が
あ

る
。
と
い
う
の
も
、
和
歌
に
関
す
る
問
題
が
出
題
さ
れ
て
お
り
、
難
易
度
が
高
く
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

　

ま
た
問
二
の
口
語
訳
の
問
題
も
、「
適
宜
言
葉
を
補
っ
て
、
わ
か
り
や
す
く
現
代
語
訳
せ
よ
」
と
あ
る
よ
う
に
、

単
純
な
現
代
語
訳
の
問
題
で
は
な
い
。

　

こ
の
レ
ベ
ル
に
な
っ
て
く
る
と
、
品
詞
分
解
を
前
提
と
し
た
文
法
や
単
語
の
処
理
だ
け
で
解
答
し
て
も
合
格
点
は

取
れ
な
い
。
古
文
を
読
ん
で
理
解
し
咀
嚼
し
た
う
え
で
、
現
代
文
の
問
い
に
対
し
て
解
答
す
る
く
ら
い
の
気
持
ち
で

臨
ん
で
ほ
し
い
。
読
ん
で
理
解
す
る
の
と
、
そ
こ
か
ら
問
い
に
対
し
て
解
答
す
る
の
だ
と
、
１
対
２
以
上
の
割
合
で

解
答
作
成
に
時
間
を
か
け
る
べ
き
だ
ろ
う
。
合
格
点
は
30
点
だ
。

問
一　

ま
ず
、
歌
ま
で
の
流
れ
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。

　

五
条
の
三さ

ん
み位
入
道
俊
成
が
九
十
歳
に
な
る
と
聞
い
た
後
鳥
羽
院
が
、長
寿
の
祝
い
と
し
て
贈
る
僧
衣
の
装
束
の
袈け

さ裟
に
、

歌
を
刺
繍
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
お
祝
い
の
歌
は
宮
内
卿
の
殿
に
詠
ま
せ
、
私
が
袈
裟
に
歌
を
刺
繍
し
た
…

と
い
う
も
の
。

　

そ
の
歌
を
解
釈
す
る
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
は
、「
誰
が
何
に
対
し
て
『
う
れ
し
い
』
と
感
じ
た
の
か
」
だ
が
、
直
後
を
読
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む
と
「
袈
裟
を
い
た
だ
い
た
よ
う
な
人
（
＝
俊
成
）
の
歌
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
歌
は
院
か
ら
袈
裟
を
い
た
だ
い
た
俊
成

の
感
謝
の
気
持
ち
を
詠
ん
だ
も
の
と
理
解
で
き
る
。
さ
て
、
そ
の
歌
を
主
語
や
目
的
語
な
ど
を
補
っ
て
丁
寧
に
解
釈
を
し

て
み
よ
う
。

な
が
ら
へ
て　

け
さ
ぞ
う
れ
し
き　

老
い
の
波　

八
千
代
を
か
け
て　

君
に
仕
へ
む

＝
生
き
な
が
ら
え
て
、
院
か
ら
祝
い
の
袈
裟
を
頂
戴
す
る
今
朝
は
う
れ
し
い
。
私
（
＝
俊
成
）
は
年
老
い
て
は
い
る

が
、
さ
ら
に
長
生
き
し
て
院
に
仕
え
よ
う
。

　

こ
の
歌
に
対
し
て
、
私
（
＝
建け

ん
れ
い
も
ん
い
ん
う
き
ょ
う
の
だ
い
ぶ

礼
門
院
右
京
大
夫
）
は
「
も
う
少
し
良
く
あ
る
べ
き
だ
」
と
内
心
思
っ
た
が
、
命
じ
ら

れ
る
ま
ま
に
刺
繍
を
済
ま
せ
た
。
す
る
と
そ
の
晩
に
な
っ
て
急
に
「
け
さ
ぞ
」
の
「
ぞ
」
の
文
字
、「
仕
へ
む
」
の
「
む
」

の
文
字
を
、「
や
」
と
「
よ
」
に
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
、
二
条
殿
へ
す
ぐ
参
上
し
て
縫
い
直
せ
と
い
う
院
か
ら
の
命
令
が

来
た
の
だ
っ
た
。
あ
る
意
味
、
予
想
通
り
だ
っ
た
わ
け
で
、
や
は
り
先
ほ
ど
刺
繍
し
た
あ
の
歌
は
良
く
な
か
っ
た
わ
け
だ
。

　

さ
て
、「
け
さ
ぞ
」
の
「
ぞ
」
の
文
字
、「
仕
へ
む
」
の
「
む
」
の
文
字
を
、「
や
」
と
「
よ
」
に
改
め
た
歌
を
作
っ
て

解
釈
し
て
み
よ
う
。

な
が
ら
へ
て　

け
さ
や
う
れ
し
き　

老
い
の
波　

八
千
代
を
か
け
て　

君
に
仕
へ
よ

＝
生
き
な
が
ら
え
て
、
院
か
ら
祝
い
の
袈
裟
を
も
ら
え
る
今
朝
を
俊
成
は
嬉
し
く
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
か

ら
も
長
寿
を
保
っ
て
私
（
＝
院
）
に
仕
え
な
さ
い
。
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こ
う
や
っ
て
み
る
と
分
か
る
の
だ
が
、「
ぞ
」
を
「
や
」
に
改
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
強
調
」
が
「
疑
問
」
に
変
わ
り
、

「
む
」
を
「
よ
」
に
改
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
意
志
」
が
「
命
令
」
へ
と
変
わ
る
。

　

そ
れ
に
よ
っ
て
一
番
大
き
く
変
化
す
る
の
は
、
主
語
と
目
的
語
だ
。
最
初
の
歌
は
「
院
か
ら
袈
裟
を
い
た
だ
い
た
俊
成

の
感
謝
の
気
持
ち
を
詠
ん
だ
も
の
」
だ
っ
た
の
が
、
文
字
を
改
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
院
が
俊
成
に
対
す
る
祝
意
を
表

し
た
も
の
」
へ
と
歌
の
趣
旨
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、「
院
が
俊
成
に
お
祝
い
を
贈
っ
た
」
と
い

う
状
況
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
へ
と
変
化
し
た
と
い
え
る
。

　

解
答
欄
の
大
き
さ
か
ら
考
え
る
と
、
縦
二
十
五
～
三
十
字
×
五
～
六
行
程
度
書
け
る
の
で
、
百
五
十
字
を
目
安
に
し
よ

う
。
今
ま
で
で
最
長
の
記
述
解
答
に
挑
戦
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
す
で
に
本
冊
の
第
９
講
で
や
っ
た
よ
う
に
ポ
イ
ン
ト
を

箇
条
書
き
し
、
最
初
は
や
や
長
め
の
下
書
き
を
し
た
う
え
で
ま
と
め
て
い
く
と
い
う
点
で
は
同
じ
作
業
だ
。
一
要
素
を

十
五
～
三
十
字
と
考
え
、
全
体
で
百
五
十
字
と
す
る
と
五
～
八
要
素
と
想
定
し
て
、
う
ま
く
ま
と
め
て
解
答
し
よ
う
。

下書き

波
線
部
Ｘ
の
歌
は
、
院
か
ら
袈
裟
を
頂
い
た
俊
成
が
自
ら
の
長
寿
を
喜
び
、
今
後
も
長
生
き
し
て
院
に
お
仕
え

し
よ
う
と
歌
っ
て
い
る
も
の
で
、
俊
成
の
立
場
か
ら
院
へ
の
謝
意
を
表
し
て
い
た
が
、
Ｙ
の
よ
う
に
改
め
る
と
、

院
が
九
十
歳
を
迎
え
て
お
祝
い
に
袈
裟
を
も
ら
っ
た
俊
成
の
気
持
ち
を
尋
ね
つ
つ
、
今
後
も
長
生
き
し
て
自
分

に
仕
え
る
こ
と
を
求
め
る
と
い
う
院
の
立
場
か
ら
の
歌
と
な
り
、
こ
の
ほ
う
が
俊
成
の
長
寿
を
祝
う
場
面
に
ふ

さ
わ
し
い
歌
に
変
化
し
た
。（
百
八
十
字
）

解
答

波
線
部
Ｘ
の
歌
で
は
、
自
ら
の
長
寿
を
喜
び
、
今
後
も
長
生
き
し
て
院
に
お
仕
え
し
よ
う
と
い
う
、
俊
成
の
立

場
か
ら
院
へ
の
謝
意
を
表
し
て
い
た
が
、
Ｙ
の
よ
う
に
改
め
る
と
、
九
十
歳
を
迎
え
た
俊
成
の
気
持
ち
を
尋
ね

つ
つ
、
今
後
も
長
生
き
し
て
仕
え
る
こ
と
を
求
め
る
院
の
立
場
か
ら
の
歌
と
な
り
、
こ
の
ほ
う
が
俊
成
の
長
寿

を
祝
う
場
面
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
に
変
化
し
た
。（
百
四
十
四
字
）

　

配
点　

12
点

　

波
線
部
Ｘ
の
歌
で
は
、

　
　

①　

自
ら
の
長
寿
を
喜
び
…
１
点

　
　

②　

今
後
も
長
生
き
し
て
院
に
お
仕
え
し
よ
う
と
い
う
…
２
点

　
　

③　

俊
成
の
立
場
か
ら
院
へ
の
謝
意
を
表
し
て
い
た
…
２
点

　
　

※
③
の
要
素
の
説
明
が
間
違
え
て
い
る
も
の
は
①
～
③
ま
で
全
体
０
点
。

　

Ｙ
の
よ
う
に
改
め
る
と
、

　
　

④　

九
十
歳
を
迎
え
た
俊
成
の
気
持
ち
を
尋
ね
つ
つ
…
１
点

　
　

⑤　

今
後
も
長
生
き
し
て
仕
え
る
こ
と
を
求
め
る
…
２
点

　
　

⑥　

院
の
立
場
か
ら
の
歌
と
な
り
…
２
点

　
　

※
⑥
の
要
素
の
説
明
が
間
違
え
て
い
る
も
の
は
④
～
⑥
ま
で
全
体
０
点
。

　
　

⑦　

こ
の
ほ
う
が
俊
成
の
長
寿
を
祝
う
場
面
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
に
変
化
し
た
…
２
点

　
　

※
「
院
が
俊
成
の
長
寿
を
祝
う
歌
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
変
化
し
た
」
も
可
。

問
二　

問
い
に
「
適
宜
言
葉
を
補
っ
て
」
と
あ
る
の
で
、
そ
の
あ
た
り
に
気
を
付
け
な
が
ら
現
代
語
訳
し
よ
う
。
基
本
は

品
詞
分
解
し
た
う
え
で
の
逐
語
訳
だ
。

ア
「
や
が
て
／
賀
／
も
／
ゆ
か
し
く
／
て
、
／
夜
も
す
が
ら
／
候
ひ
／
て
／
見
／
し
／
に
、」

　

重
要
単
語
と
し
て
は
、「
や
が
て
」「
ゆ
か
し
」「
夜
も
す
が
ら
」
が
あ
る
。
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矢
が
的　
中
、
そ
の
ま
ま 

す
ぐ
死
ん
だ　
や
が
て
＝
１
そ
の
ま
ま　

２
す
ぐ
に

ユ
カ
知
り
た
い　
ゆ
か
し
＝
見
た
い
。
聞
き
た
い
。
知
り
た
い
。
読
み
た
い
。

余
も
菅
原
も
夜
通
し
遊
ぶ　
夜
も
す
が
ら
＝
夜
通
し

　

こ
の
う
ち
、「
や
が
て
」と「
ゆ
か
し
」の
二
つ
が
文
脈
判
断
の
必
要
な
語
。
ま
ず「
や
が
て
」は
１「
そ
の
ま
ま
」な
の
か
、

２
「
す
ぐ
に
」
な
の
か
の
判
断
が
重
要
。
こ
こ
で
は
、
私
が
院
の
と
こ
ろ
に
参
上
し
て
文
字
を
二
つ
刺
繍
し
直
し
た
後
、

「
や
が
て
」
賀
宴
が
開
か
れ
た
。
私
は
そ
の
賀
宴
を
見
た
い
な
と
思
っ
た
…
と
い
う
流
れ
か
ら
、「
す
ぐ
」
と
い
う
よ
り
も

状
態
の
連
続
で
あ
る
「
そ
の
ま
ま
」
が
適
し
て
い
る
。
刺
繍
し
終
わ
っ
た
ら
「
す
ぐ
に
」
賀
宴
が
始
ま
っ
た
と
い
う
の
は

考
え
に
く
い
。
次
に
、「
ゆ
か
し
」
は
「
賀
も
ゆ
か
し
く
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、俊
成
の
た
め
に
開
か
れ
た
祝
賀
を
私
も
「
見

た
い
」
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。

　

文
法
的
な
ポ
イ
ト
ン
と
し
て
は
、「
候
ふ
」
は
謙
譲
語
の
本
動
詞
で
「
お
仕
え
す
る
・
伺
候
す
る
」、「
し
」
は
過
去
の

助
動
詞
「
き
」
の
連
体
形
。「
に
」
は
接
続
助
詞
で
、
祝
賀
を
見
て
い
て
昔
を
思
い
出
し
た
と
い
う
流
れ
か
ら
、
こ
こ
で

は
単
純
接
続
「
～
と
・
～
と
こ
ろ
」。

　

以
上
に
気
を
付
け
な
が
ら
訳
す
と
、「
私
は
、
そ
の
ま
ま
祝
賀
も
見
た
く
て
、
夜
通
し
お
仕
え
し
て
見
て
い
た
と
こ
ろ
、」

と
な
る
。

　

イ
は
「
い
み
じ
く
／
道
／
の
／
面
目
／
な
の
め
な
ら
ず
／
お
ぼ
え
／
し
か
／
ば
、」
と
品
詞
分
解
で
き
る
。

何　
の
目
？
平
凡
な
目
、
い
や
格
別
だ　
な
の
め
な
り
＝
１
平
凡
だ　

２
い
い
か
げ
ん
だ

　

形
容
動
詞
「
な
の
め
な
り
」
は
二
つ
の
意
味
が
あ
る
が
、こ
こ
で
は
「
な
の
め
な
ら
ず
」
と
慣
用
句
で
使
わ
れ
て
お
り
、

「
平
凡
で
は
な
い
」
＝
「
格
別
だ
。
並
一
通
り
で
は
な
い
」
の
意
に
な
る
と
こ
ろ
が
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
。

　

次
に
、「
道
」
と
い
う
の
が
、
こ
こ
で
は
「
歌
道
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
点
も
ポ
イ
ン
ト
。「
道
」
と
文
中
に
出
て
来

た
場
合
、
い
わ
ゆ
る
「
人
が
通
る
道
」
と
い
う
普
通
の
意
味
以
外
で
使
わ
れ
る
と
、
何
か
学
問
や
芸
道
な
ど
の
専
門
の
方

面
を
指
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
の
「
道
」
は
、
１
仏
道
、
２
歌
道
、
３
書
道
、
４
学
問
の
道
、
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

ど
れ
を
指
す
か
は
文
脈
に
よ
る
が
、
こ
こ
で
は
藤
原
俊
成
と
い
う
歌
道
の
大
家
の
九
十
歳
の
祝
賀
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る

と
、「
歌
道
」
と
判
断
で
き
る
。
ち
な
み
に
、
問
四
の
文
学
史
問
題
も
ヒ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
。「
面
目
」
は
「（
世
間
に

対
す
る
）
名
誉
」。「
し
か
／
ば
」
の
箇
所
は
、過
去
の
助
動
詞
「
き
」
の
已
然
形
＋
「
ば
」
で
順
接
確
定
条
件
な
の
で
、「
～

た
の
で
」
と
訳
す
。

　

全
体
を
訳
し
て
み
る
と
、「
た
い
そ
う
入
道
（
＝
俊
成
）
の
歌
道
の
名
誉
が
並
一
通
り
で
は
な
い
と
思
わ
れ
た
の
で
、」。

　

ウ
は
、「
君
／
も
／
さ
／
ほ
ど
／
に
／
許
し
／
思
し
召
い
／
た
り
／
し
、
／
返
す
返
す
／
も
／
あ
り
が
た
く
／
見
／
侍

り
／
し
」
と
品
詞
分
解
で
き
る
が
、
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
人
物
関
係
を
正
確
に
つ
か
ま
な
い
と
難
し
い
。

　

傍
線
部
ウ
の
直
前
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
亡
く
な
っ
た
俊
成
が
い
か
に
後
鳥
羽
院
に
信
頼
さ
れ
て
い
た
か
を
示
す
エ

ピ
ソ
ー
ド
だ
。
か
つ
て
水
無
瀬
殿
で
行
っ
た
歌
合
の
判
定
時
に
、
院
が
「
俊
成
入
道
が
こ
の
よ
う
に
申
し
た
」
と
詞
書
に

書
い
て
い
た
、
と
あ
る
の
は
、
院
が
い
か
に
俊
成
の
歌
の
才
能
を
「
許
し
（
＝
認
め
）」
て
い
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
知
っ
た
私
は
、
返
す
返
す
も
「
あ
り
が
た
し
」
＝
「
め
っ
た
に
な
い
（
く
ら
い
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
）」
と
思
っ
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た
の
で
あ
る
。

あ
り
が
足
し
算
し
て
る
、
め
ず
ら
し
い
。
生
き
づ
ら
い
世
の
中
だ

　

こ
う
し
た
流
れ
を
つ
か
み
、
人
物
関
係
を
押
さ
え
た
う
え
で
訳
を
す
る
と
、「
院
も
そ
れ
ほ
ど
に
俊
成
入
道
の
才
能
を

認
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
は
、
返
す
返
す
も
め
っ
た
に
な
い
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
し
た
。」
と
な
る
。「
そ

れ
ほ
ど
に
」
の
箇
所
が
指
示
語
な
の
で
、
具
体
的
に
「
判
定
の
詞
に
書
く
ほ
ど
に
」
と
し
た
ほ
う
が
良
い
。
な
お
「
思
し

召
す
」
は
尊
敬
語
「
思
（
お
ぼ
）
す
」
よ
り
も
一
段
高
い
敬
意
を
表
す
語
で
、
地
の
文
で
は
帝
や
院
レ
ベ
ル
の
人
が
主
語

で
な
け
れ
ば
使
わ
れ
な
い
。

　

エ
は
「
こ
／
の
／
人
／
も
の
し
／
給
は
／
ず
／
は
、
／
い
か
さ
ま
に
／
せ
／
ま
し
／
と
／
の
み
／
思
ひ
／
あ
へ
／
り
」

と
品
詞
分
解
す
る
。
ポ
イ
ン
ト
は
三
点
。
①
「
こ
の
人
」
と
は
誰
か
、
②
「
も
の
す
」
の
訳
、
③
「
ず
は
～
ま
し
」
の
訳
。

　

ま
ず
流
れ
と
し
て
、
歌
詠
み
の
大
家
で
あ
っ
た
俊
成
入
道
が
亡
く
な
っ
た
後
、
も
し
「
こ
の
人
」
が
い
て
く
れ
な
か
っ

た
ら
残
さ
れ
た
私
た
ち
は
ど
う
す
れ
ば
よ
か
っ
た
か
、
き
っ
と
途
方
に
暮
れ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
…
と
い
う
流
れ
を
つ

か
む
こ
と
が
大
切
で
、こ
こ
で
の
「
こ
の
人
」
と
は
、俊
成
入
道
の
息
子
の
「
二
郎
の
中
将
」、つ
ま
り
藤
原
定
家
の
こ
と
。

定
家
が
、
父
に
劣
ら
ぬ
歌
詠
み
で
あ
る
こ
と
が
書
い
て
あ
る
こ
と
を
つ
か
も
う
。

　

次
に
、「
も
の
す
」
は
代
動
詞
で
い
ろ
い
ろ
い
な
動
詞
の
代
わ
り
を
す
る
が
、
こ
こ
で
は
「
ゐ
る
・
あ
り
」
の
代
わ
り

に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

あ
り
が
た
し　
　

１�

め
ず
ら
し
い

　

め
っ
た
に
な
い

　

２
生
き
て
い
く
の
が
困
難
だ

　

３
す
ぐ
れ
て
い
る

︸

「
も
の
す
ご
い
イ
ル
カ
が
来
る
の
で
食
べ
て
か
ら
行
く
」
と
手
紙
を
書
く

　

最
後
に
「
ず
は
～
ま
し
」
だ
が
、
こ
れ
は
反
実
仮
想
と
呼
ば
れ
る
大
切
な
形
だ
。

反
実
仮
想

　

反
実
仮
想
と
は
、
事
実
に
反
す
る
状
態
を
仮
定
し
て
、
そ
の
場
合
に
起
こ
る
事
柄
を
想
像
す
る
意

を
表
す
。
次
の
よ
う
な
形
が
あ
る
。

　

ま
し
か

　

ま
せ　
　
　

＋
ば　

～
ま
し　

＝
仮
に
～
だ
っ
た
と
し
た
ら
～
だ
ろ
う
に
。

　

せ

　

未
然
形

➡
「
ま
せ
ば
」
は
古
い
形
で
、
中
古
以
後
は
「
ま
し
か
ば
～
ま
し
」
が
主
に
用
い
ら
れ
た
。
ま
た
、「
せ
ば
～
ま
し
」

の
「
せ
」
は
過
去
の
助
動
詞
「
き
」
の
未
然
形
だ
が
、「
き
」
の
未
然
形
の
「
せ
」
は
こ
の
反
実
仮
想
で
し
か
用
い

ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
、「
未
然
形
＋
ば
～
ま
し
」
の
形
で
反
実
仮
想
を
表
す
こ
と
が
あ
る
が
、注
意
し
た
い
の
は
、「
形

容
詞
の
連
用
形
＋
は
（
ば
）
～
ま
し
」
と
、「
ず
は
・
ず
ん
ば
・
ず
ば
～
ま
し
」
の
形
。

も
の
す
＝
い
る
・
来
る
・

食
べ
る
・
行
く
・
手
紙
を
書
く
、

な
ど
の
代
動
詞

︸
︸

POINT
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➡
「
形
容
詞
の
連
用
形
＋
は
（
ば
）
～
ま
し
」
は
、た
と
え
ば
「
う
つ
く
し
く
は
～
ま
し
」
の
よ
う
に
、「―

く
は
（
ば
）

～
ま
し
」
の
形
で
出
て
来
る
。

　

打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
の
場
合
は
、「
ず
は
・
ず
ん
ば
・
ず
ば
～
ま
し
」
の
形
を
取
る
が
、
訳
が
大
切
で
、「
仮

に
～
な
か
っ
た
と
し
た
ら
～
だ
ろ
う
に
」
と
、
打
消
の
意
が
入
る
の
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
た
い
。

　

エ
を
訳
す
と
、「
仮
に
こ
の
二
郎
の
中
将
（
＝
定
家
）
が
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
だ

ろ
う
と
ば
か
り
思
い
合
っ
て
い
た
」。

　

配
点　

各
６
点

　
　

ア　

①
「
私
は
」
…
１
点　

②
「
そ
の
ま
ま
」
…
１
点　

③
「
祝
賀
も
見
た
く
て
」
…
２
点　

　
　
　
　

④
「
夜
通
し
」
…
１
点　

⑤
「
お
仕
え
し
て
」
…
１
点　

⑥
「
見
て
い
た
と
こ
ろ
」
…
１
点

　
　

イ　

①
「
た
い
そ
う
」
…
１
点　

②
「
入
道
（
＝
俊
成
）
の
」
…
１
点　

　
　
　
　

③
「
歌
道
の
」
…
１
点　
「
名
誉
が
」
…
１
点　

④
「
並
一
通
り
で
は
な
い
と
思
わ
れ
た
の
で
」
…
２
点

解
答

ア

私
は
、
そ
の
ま
ま
祝
賀
も
見
た
く
て
、
夜
通
し
お
仕
え
し
て
見
て
い
た
と
こ
ろ
、

イ

た
い
そ
う
入
道
（
＝
俊
成
）
の
歌
道
の
名
誉
が
並
一
通
り
で
は
な
い
と
思
わ
れ
た
の
で
、

ウ

院
も
判
定
の
詞
に
書
く
ほ
ど
に
俊
成
入
道
の
才
能
を
認
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
は
、
返
す
返
す
も

め
っ
た
に
な
い
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
し
た
。

エ

仮
に
こ
の
二
郎
の
中
将
（
＝
定
家
）
が
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
だ
ろ

う
と
ば
か
り
思
い
合
っ
て
い
た
。

　
　

ウ　

①
「
院
も
判
定
の
詞
に
書
く
ほ
ど
に
」
…
１
点　

②
「
俊
成
入
道
の
」
…
１
点　

　
　
　
　

③
「
才
能
を
認
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
は
」
…
２
点　

　
　
　
　

④
「
返
す
返
す
も
め
っ
た
に
な
い
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
し
た
」
…
２
点

　
　
　
　

※
「
判
定
の
詞
に
書
く
ほ
ど
に
」
を
「
そ
れ
ほ
ど
に
」
と
し
た
も
の
は
０
点

　
　

エ　

①
「
こ
の
二
郎
の
中
将
（
＝
定
家
）
が
」
…
２
点

　
　
　

 　

②
「（
仮
に
）
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
か
っ
た
と
し
た
ら
」
…
２
点

　
　
　
　

③
「
ど
う
し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
と
」
…
１
点　

④
「
ば
か
り
思
い
合
っ
て
い
た
」
…
１
点　

問
三　
「
な
ら
れ
に
き
」
を
品
詞
分
解
す
る
と
、「
な
ら
／
れ
／
に
／
き
」
と
な
る
。
直
前
の
「
は
か
な
く
」
を
含
め
て
全

体
を
訳
し
て
み
る
と
、「（
俊
成
入
道
が
）
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
」
と
訳
せ
る
の
で
、
こ
の
訳
を
前
提
に
し
て
文
法
的
な

説
明
を
し
て
い
く
の
が
確
実
だ
。

　

最
初
の
「
な
ら
」
は
、「
は
か
な
く
な
る
」
＝
「
お
亡
く
な
り
に
な
る
」
と
訳
し
て
み
る
と
分
か
る
よ
う
に
、「
～
成
る
」

と
い
う
意
味
を
持
つ
の
で
、
ラ
行
四
段
動
詞
「
成
る
」
の
未
然
形
。

　

次
に
、「
れ
」
は
①
受
身
、
②
尊
敬
、
③
可
能
、
④
自
発
の
四
つ
の
意
味
を
持
つ
助
動
詞
だ
が
、
こ
こ
で
は
省
略
さ
れ

て
い
る
主
語
が
「
俊
成
入
道
」
な
の
で
、「
尊
敬
」。
次
の
「
に
」
が
、
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の
連
用
形
な
の
で
、
こ
の

「
れ
」
は
連
用
形
だ
。

　
「
に
き
」
は
助
動
詞
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
よ
く
あ
る
も
の
で
（
複
合
助
動
詞
と
い
う
）、「
に
」
は
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」

の
連
用
形
、「
き
」
は
過
去
の
助
動
詞
「
き
」
の
終
止
形
だ
。
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「
な
ら
」「
れ
」「
に
」「
き
」、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
明
が
完
答
で
各
２
点
×
４

問
四　

文
学
史
の
問
題
。
こ
の
程
度
で
あ
れ
ば
正
解
す
る
だ
け
の
知
識
は
確
実
に
持
っ
て
お
こ
う
。
ゴ
ロ
が
あ
る
の
で
見

て
い
こ
う
。

俊藤
原
俊
成成

君
の

洗
『
千
載
和
歌
集
』

剤

、

新

『
新
古
今
和
歌
集
』 

定藤
原
定
家価

（
Ａ
）
こ
の
ゴ
ロ
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
藤ふ

じ
わ
ら
の
と
し
な
り

原
俊
成
が
撰
者
と
し
て
編
纂
し
た
勅
撰
和
歌
集
は
『
千せ

ん
ざ
い載

和
歌
集
』。
藤

原
俊
成
は
歌
論
と
し
て
『
古こ

ら
い
ふ
う
て
い
し
ょ
う

来
風
体
抄
』
を
書
き
、「
幽ゆ

う
げ
ん玄
」
を
和
歌
の
理
想
と
し
た
。

（
Ｂ
）
院(

後
鳥
羽
上
皇)

の
命
に
よ
っ
て
二
郎
の
中
将(

定
家)

ら
が
編
纂
し
た
勅
撰
和
歌
集
は
、『
新
古
今
和
歌
集
』。

藤ふ
じ
わ
ら
の
さ
だ
い
え

原
定
家
は
歌
論
と
し
て
『
近
代
秀
歌
』『
毎
月
抄
』
を
書
き
、日
記
『
明め

い
げ
つ
き

月
記
』
を
残
し
た
。
父
の
俊
成
の
唱
え
た
「
幽

玄
」
を
一
歩
進
め
て
「
有う

し
ん
た
い

心
体
」
を
和
歌
の
理
想
と
し
た
。

解
答
「
な
ら
」
は
（
ラ
行
）
四
段
活
用
動
詞
「
な
る
」
の
未
然
形
、「
れ
」
は
尊
敬
の
助
動
詞
「
る
」
の
連
用
形
、

「
に
」
は
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の
連
用
形
、「
き
」
は
過
去
の
助
動
詞
「
き
」
の
終
止
形
。

解
答

（
Ａ
）
千
載
和
歌
集

（
Ｂ
）
新
古
今
和
歌
集

　
『
建

け
ん
れ
い
も
ん
い
ん
う
き
ょ
う
の
だ
い
ぶ
し
ゅ
う

礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
は
鎌
倉
初
期
に
成
立
し
た
、
歌
数
約
360
首
の
私
家
集
。
作
者
の
建
礼
門
院
右
京
大

夫
と
平

た
い
ら
の
す
け
も
り

資
盛
と
の
恋
の
歌
を
中
心
と
す
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
平
家
の
盛
衰
を
語
っ
た
も
の
で
、
女
性
の
書

い
た
も
う
一
つ
の
『
平
家
物
語
』
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
平
清
盛
の
娘
、
建
礼
門
院
徳
子
に
仕
え
た
。

　
『
源

み
な
も
と
の
い
え
な
が

家
長
日
記
』
は
、
鎌
倉
前
期
の
貴
族
・
歌
人
で
あ
る
源
家
長
の
日
記
。
源
家
長
は
『
新
古
今
和
歌
集
』

に
も
歌
が
採
録
さ
れ
て
お
り
、
藤
原
定
家
と
の
親
交
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

出 典 解 説　
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問
一

波
線
部
Ｘ
の
歌
で
は
、
自
ら
の
長
寿
を
喜
び
、
今
後
も
長
生
き
し
て
院
に
お
仕
え
し
よ

う
と
い
う
、
俊
成
の
立
場
か
ら
院
へ
の
謝
意
を
表
し
て
い
た
が
、
Ｙ
の
よ
う
に
改
め
る

と
、
九
十
歳
を
迎
え
た
俊
成
の
気
持
ち
を
尋
ね
つ
つ
、
今
後
も
長
生
き
し
て
仕
え
る
こ

と
を
求
め
る
院
の
立
場
か
ら
の
歌
と
な
り
、
こ
の
ほ
う
が
俊
成
の
長
寿
を
祝
う
場
面
に

ふ
さ
わ
し
い
歌
に
変
化
し
た
。

12

『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』『
源
家
長
日
記
』
解
答
欄

問
二

ア

私
は
、
そ
の
ま
ま
祝
賀
も
見
た
く
て
、
夜
通
し
お
仕
え
し
て
見
て
い
た
と
こ
ろ
、

６
×
４

イ

た
い
そ
う
入
道（
＝
俊
成
）の
歌
道
の
名
誉
が
並
一
通
り
で
は
な
い
と
思
わ
れ
た
の
で
、

ウ

院
も
判
定
の
詞
に
書
く
ほ
ど
に
俊
成
入
道
の
才
能
を
認
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と

は
、
返
す
返
す
も
め
っ
た
に
な
い
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
し
た
。

エ

仮
に
こ
の
二
郎
の
中
将
（
＝
定
家
）
が
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
ど
う

し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
と
ば
か
り
思
い
合
っ
て
い
た
。

30点

問
三

「
な
ら
」
は
ラ
行
四
段
活
用
動
詞
「
な
る
」
の
未
然
形
、「
れ
」
は
尊
敬
の
助
動
詞
「
る
」

の
連
用
形
、「
に
」
は
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の
連
用
形
、「
き
」
は
過
去
の
助
動
詞
「
き
」

の
終
止
形
。

８

問
四

A

千
載
和
歌
集

B

新
古
今
和
歌
集

３
×
２

��



〔
Ⅰ
〕　

　

建
仁
三
年
の
年
、
霜
月
の
二
十
日
余
り
い
く
日
の

日
や
ら
む
、
五
条
の
三
位
入
道
俊
成
、
九
十
に
満
つ

と
聞
か
せ
お
は
し
ま
し
て
、院
よ
り
賀
賜
は
す
る
に
、

贈
り
物
の
法
服
の
装
束
の
袈
裟
に
、
歌
置
か
る
べ
し

と
て
、
師
光
入
道
の
娘
、
宮
内
卿
の
殿
に
歌
は
召
さ

れ
て
、
紫
の
糸
に
て
、
院
の
仰
せ
ご
と
に
て
、
置
き

て
参
ら
せ
た
り
し
。

　

�

な
が
ら
へ
て
け
さ
ぞ
う
れ
し
き
老
い
の
波
八
千

代
を
か
け
て
君
に
仕
へ
む

と
あ
り
し
が
、
賜
り
た
ら
む
人
の
歌
に
て
は
、
い
ま

少
し
良
か
り
ぬ
べ
く
、
心
の
う
ち
に
お
ぼ
え
し
か
ど

も
、
そ
の
ま
ま
に
置
く
べ
き
こ
と
な
れ
ば
、
置
き
て

し
を
、「
け
さ
ぞ
」
の
「
ぞ
」
文
字
、「
仕
へ
む
」
の

「
む
」
文
字
を
、「
や
」
と
「
よ
」
と
に
な
る
べ
か
り

け
る
と
て
、
に
は
か
に
そ
の
夜
に
な
り
て
、
二
条
殿

〔
Ⅰ
〕

　

建
仁
三
年
の
年
、
十
一
月
の
二
十
何
日
だ
ろ
う
か
、
五
条
の
三
位
入
道

俊
成
が
、
ち
ょ
う
ど
九
十
歳
に
な
る
と
後
鳥
羽
院
が
お
聞
き
に
な
っ
て
、

院
か
ら
長
寿
の
祝
い
を
お
与
え
に
な
る
が
、
贈
り
物
の
僧
衣
の
装
束
の
袈

裟
に
、
歌
を
刺
繍
な
さ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
師
光
入
道
の
娘
で
あ
る
、

宮
内
卿
の
殿
に
歌
は
命
じ
て
詠
ま
せ
な
さ
っ
て
、
紫
の
糸
で
、
院
の
ご
命

令
で
、
私
が
そ
の
歌
を
刺
繍
し
て
さ
し
あ
げ
て
い
た
。

　
　

な
が
ら
へ
て
…
＝
生
き
な
が
ら
え
て
院
か
ら
祝
い
の
袈
裟
を
頂
戴
す

る
今
朝
は
う
れ
し
い
。
私
は
年
老
い
て
は
い
る
が
さ
ら
に
長
生
き
し
て
院

に
仕
え
よ
う
。

と
あ
っ
た
が
、袈
裟
を
い
た
だ
い
た
よ
う
な
人
（=

俊
成
）
の
歌
と
し
て
、

も
う
少
し
良
く
あ
る
べ
き
だ
と
、
私
は
内
心
は
思
わ
れ
た
け
れ
ど
も
、
そ

の
ま
ま
刺
繍
す
る
べ
き
こ
と
な
の
で
、刺
繍
し
た
が
、「
け
さ
ぞ
」
の
「
ぞ
」

の
文
字
、「
仕
へ
む
」
の
「
む
」
の
文
字
を
、「
や
」
と
「
よ
」
に
な
る
べ

き
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
、
急
に
そ
の
晩
に
な
っ
て
、
二
条
殿
へ
す
ぐ
参
上

せ
よ
と
い
う
旨
、院
の
ご
命
令
と
い
っ
て
、範
光
の
中
納
言
の
牛
車
と
い
っ

『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』『
源
家
長
日
記
』
口
語
訳

へ
き
と
参
る
べ
き
よ
し
、
仰
せ
ご
と
と
て
、
範
光
の

中
納
言
の
車
と
て
あ
れ
ば
、
参
り
て
、
文
字
二
つ
置

き
直
し
て
、
や
が
て
賀
も
ゆ
か
し
く
て
、
夜
も
す
が

ら
候
ひ
て
見
し
に
、
昔
の
こ
と
お
ぼ
え
て
、
い
み
じ

く
道
の
面
目
な
の
め
な
ら
ず
お
ぼ
え
し
か
ば
、
つ
と

め
て
入
道
の
も
と
へ
そ
の
よ
し
申
し
つ
か
は
す
。

　

�　

君
ぞ
な
ほ
今
日
よ
り
後
も
数
ふ
べ
き
九
か
へ
り

の
十
の
行
く
末

〔
Ⅱ
〕　

　

今
年
は
建
仁
三
年
に
な
む
侍
る
。
そ
の
次
の
年
の

冬
ご
ろ
に
、
限
り
あ
れ
ば
は
か
な
く
な
ら
れ
に
き
。

さ
ば
か
り
色
に
の
み
こ
そ
染
み
深
く
も
の
し
給
ひ
け

む
に
、
終
は
り
も
乱
れ
ざ
り
け
り
と
ぞ
聞
こ
え
侍
り

し
。
あ
は
れ
、
歌
の
た
く
み
な
り
し
さ
ま
は
こ
の
世

に
た
ぐ
ひ
少
な
く
や
侍
り
け
む
。
水
無
瀬
殿
に
渡
ら

せ
給
ひ
し
こ
ろ
、
に
は
か
に
歌
合
あ
り
て
、
八
幡
の

若
宮
へ
参
ら
せ
給
ふ
こ
と
侍
り
き
。
そ
れ
勅
判
に
て

侍
り
し
。そ
の
御
判
の
詞
に
、「
俊
成
入
道
が
申
し
き
」

て
迎
え
に
来
る
の
で
、
私
は
参
上
し
て
、
文
字
を
二
つ
刺
繍
し
直
し
て
、

そ
の
ま
ま
祝
賀
も
見
た
く
て
、
夜
通
し
お
仕
え
し
て
見
て
い
た
と
こ
ろ
、

昔
の
こ
と
が
思
わ
れ
て
、
た
い
そ
う
入
道
（
＝
俊
成
）
の
歌
道
の
名
誉
が

並
一
通
り
で
は
な
い
と
思
わ
れ
た
の
で
、
翌
朝
入
道
の
も
と
へ
そ
の
旨
を

申
し
上
げ
て
贈
る
。

　
　

君
ぞ
な
ほ
…
＝
あ
な
た
さ
ま
は
や
は
り
今
日
か
ら
の
ち
も
数
え
る
こ

と
が
で
き
る
に
違
い
な
い
。
九
十
歳
の
そ
の
将
来
を
。

〔
Ⅱ
〕

　

今
年
は
建
仁
三
年
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
次
の
年
の
冬
ご
ろ
に
、
寿
命

に
は
限
り
が
あ
る
の
で
俊
成
入
道
は
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど

風
流
事
に
の
み
心
を
深
く
感
じ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
と
か
い
う
の
で
、
臨

終
も
乱
れ
な
か
っ
た
な
あ
と
評
判
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
あ
あ
、
歌
が
巧
み

で
あ
っ
た
さ
ま
は
こ
の
世
で
匹
敵
す
る
も
の
が
少
の
う
ご
ざ
い
ま
し
た
で

し
ょ
う
か
。
後
鳥
羽
院
が
水
無
瀬
殿
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
頃
、
急
に
歌
合

が
あ
っ
て
、
そ
の
歌
合
を
八
幡
の
若
宮
に
奉
納
な
さ
る
と
い
う
こ
と
が
ご

ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
院
が
判
者
を
つ
と
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

そ
の
御
判
定
の
言
葉
に
、「
俊
成
入
道
が
こ
の
よ
う
に
申
し
た
」
と
お
書

き
に
な
っ
て
あ
り
ま
し
た
か
、
院
も
そ
れ
ほ
ど
入
道
の
才
能
を
認
め
て
い

����



と
書
か
せ
給
ひ
て
侍
り
し
か
、
君
も
さ
ほ
ど
に
許
し

思
し
召
い
た
り
し
、
返
す
返
す
も
あ
り
が
た
く
見
侍

り
し
。
さ
れ
ど
そ
の
二
郎
の
中
将
、
お
ほ
か
た
劣
ら

ぬ
と
ぞ
申
し
あ
へ
る
。
げ
に
詠
み
口
の
劣
り
は
え
見

知
り
侍
ら
ず
、下
り
立
ち
よ
ろ
づ
に
暗
か
ら
ぬ
方
は
、

い
づ
く
の
け
ぢ
め
に
は
見
え
侍
る
べ
き
。
入
道
う
せ

ら
れ
て
後
、
こ
の
人
も
の
し
給
は
ず
は
、
い
か
さ
ま

に
せ
ま
し
と
の
み
思
ひ
あ
へ
り
。

ら
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
は
、
返
す
返
す
も
め
っ
た
に
な
い
素
晴
ら
し
い
こ
と

だ
と
思
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
そ
の
次
男
の
中
将
は
、
父
に
全
く
劣
ら
な

い
と
私
た
ち
歌
道
に
携
わ
る
者
ど
も
は
申
し
合
っ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
詠

み
ぶ
り
の
劣
っ
た
所
は
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
、
熱
心
に
す
べ

て
に
お
い
て
疎
い
こ
と
が
な
い
部
分
は
、
父
入
道
と
ど
こ
に
区
別
が
あ
る

と
見
え
ま
し
ょ
う
か
。
入
道
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
て
の
ち
、
仮
に
こ
の

二
郎
の
中
将
（
＝
定
家
）
が
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
ど
う

し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
と
ば
か
り
思
い
合
っ
て
い
た
。
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