
二
〇
二
〇
年
度 

国
語 

後
期 

解
答
・
解
説 

（
五
〇
分
／
一
〇
〇
点 

※
配
点
詳
細
は
非
公
表
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【
評
論
文
（
説
明
的
文
章
）】 

≪

出
典≫

『
子
ど
も
は
判
っ
て
く
れ
な
い
』（
文
春
文

庫
） 

普
通
は
「
大
人
の
思
考
と
行
動
」
に
関
わ
る
情
報

は
「
レ
ポ
ー
ト
」と
い
う
形
で
語
ら
れ
な
い
。「
教
育
」

と
い
う
形
で
「
若
者
た
ち
」
に
半
ば
強
制
的
に
供
与

さ
れ
る
。
本
著
は
、「
大
人
の
思
考
と
行
動
」
が
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
「
レ
ポ
ー
ト
」
と

い
う
か
た
ち
で
若
者
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
文
章
で

あ
る
。 

≪

筆
者≫

内
田
樹 

 

一
九
五
〇
年
、
東
京
都
生
ま
れ
。
神
戸
女
学
院
大

学
文
学
部
名
誉
教
授
。
二
〇
〇
七
年
、『
私
版
、
ユ
ダ

ヤ
文
化
論
』
で
第
六
回
小
林
秀
雄
賞
を
受
賞
。『
日
本

辺
境
論
』
で
新
書
大
賞
二
〇
一
〇
を
受
賞
。
二
〇
一

一
年
、
第
三
回
伊
丹
十
三
賞
を
受
賞
。
他
の
著
書
に

『
た
め
ら
い
の
論
理
学
』『
寝
な
が
ら
学
べ
る
構
造
主

義
』
な
ど
が
あ
る
。 

 

問
一 

漢
字
の
問
題 

 

ａ 

非
難 

 

欠
点
・
過
失
を
責
め
と
が
め
る
こ
と
。 

ｂ 

獲
得 

 

手
に
入
れ
る
こ
と
。
得
る
こ
と
。 

ｃ 

無
防
備 

危
険
等
に
対
す
る
備
え
の
な
い
こ
と
。 

ｄ 

敏
感 

 

感
覚
が
鋭
く
、
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と

も
す
ぐ
感
じ
取
る
さ
ま
。 

ｅ 

怠
る 

 

す
べ
き
こ
と
を
し
な
い
で
お
く
こ
と
。 

  

語
彙
の
学
習
は
、
国
語
の
授
業
だ
け
で
は
な
く
、

全
て
の
教
科
の
授
業
時
や
自
学
自
習
時
、
日
常
生
活

の
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
意
識
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

学
習
す
る
際
は
、
①
読
み
、
②
書
き
、
③
意
味
の
理

解
、
④
語
彙
の
使
用
、
⑤
構
成
や
故
事
ま
で
気
に
か

け
、
音
読
や
書
く
練
習
、
辞
書
を
引
く
、
語
彙
を
利

用
し
て
短
文
を
つ
く
っ
て
み
る
な
ど
、
工
夫
す
る
こ

と
が
大
切
で
あ
る
。 

 

問
二 

本
文
の
内
容
読
解
（
順
接
・
変
化
の
結
果
） 

 

傍
線
部
の
前
の
段
落
に
あ
る
「
フ
リ
ー
タ
ー
と
い

う
言
葉
が
で
き
て
か
ら
」
と
い
う
文
や
、
傍
線
部
の

三
行
あ
と
に
あ
る
「
好
き
な
こ
と
が
見
つ
か
る
ま
で
」

の
文
に
注
目
し
よ
う
。
こ
こ
か
ら
、
フ
リ
ー
タ
ー
と

い
う
便
利
な
言
葉
が
出
来
て
か
ら
、
就
職
せ
ず
に
、

好
き
な
こ
と
が
見
つ
か
る
ま
で
チ
ャ
ン
ス
を
待
つ
若

い
人
が
増
え
た
と
村
上
が
述
べ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
の
内
容
と
合
致
す
る
の
は
選
択
肢
イ
で
あ
る
。

ア
は
、「
数
多
く
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
体
験
し
な
が
ら
」

と
あ
る
が
、
ア
ル
バ
イ
ト
の
数
に
は
言
及
し
て
い
な

い
た
め
不
適
当
。
ウ
の
内
容
は
本
文
中
に
な
い
。
エ

は
「
減
っ
た
」
が
間
違
い
。 

 

問
三 

空
欄
補
充
（
文
と
文
、
段
落
間
の
関
係
） 

接
続
語
の
問
題
は
、
空
欄
の
前
後
の
文
と
文
の
関

係
、
段
落
間
の
関
係
に
注
意
し
よ
う
。 

〔 

Ａ 

〕
の
前
で
村
上
の
意
見
に
賛
成
で
あ
る
と

述
べ
な
が
ら
、
空
欄
後
で
「
言
い
添
え
て
お
く
と
」

と
職
業
選
択
に
つ
い
て
筆
者
な
り
の
考
え
を
述
べ
て

い
る
。
村
上
の
意
見
を
踏
ま
え
つ
つ
自
分
の
意
見
を

述
べ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、「
た
だ
」
と
い
う

条
件
付
け
の
接
続
語
が
適
当
で
あ
る
。 

〔 

Ｂ 

〕
の
前
で
は
「
単
純
な
語
彙
で
お
の
れ
の

嫌
悪
を
」
語
る
人
間
は
「
お
の
れ
の
『
個
性
』
に
つ

い
て
の
意
識
が
希
薄
」
だ
と
述
べ
、
空
欄
の
後
に
、

だ
か
ら
そ
の
よ
う
な
人
間
は
「
個
性
を
実
現
す
る
、

と
い
う
こ
と
は
百
パ
ー
セ
ン
ト
起
こ
り
え
な
い
」
と

述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
因
果
関
係
を
示
す
「
だ
か

ら
」
と
い
う
接
続
語
が
適
当
で
あ
る
。 

 

問
四 

語
句
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
問
題 

② 

雄
弁 

 
 
 
 

あ
る
事
実
な
ど
を
は
っ
き
り



表
し
て
い
る
こ
と
。 

④ 
骨
身
に
染
み
る 

深
く
感
じ
る
こ
と
。 

 

問
五 

空
欄
補
充
（
文
脈
か
ら
の
語
彙
の
推
測
） 

 

問
三
で
も
確
認
し
た
よ
う
に
、
筆
者
は
村
上
の
意

見
に
概
ね
賛
成
を
し
て
論
を
進
め
、「
そ
の
よ
う
な
人

間
が
『
好
き
な
こ
と
』
を
見
出
し
て
、
個
性
を
実
現

す
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
百
パ
ー
セ
ン
ト
起
こ

り
え
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
村
上
の
疑
問
と
同
じ

よ
う
に
筆
者
自
身
も
考
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
た

め
、〔 

Ｃ 

〕
は
選
択
肢
の
「
共
有
」
が
妥
当
で
あ

る
。 

 

「
責
任
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
す
る
と
、
二
行
後

に
も
「
人
間
の
自
己
責
任
」
と
い
う
文
が
見
つ
か
る
。

こ
こ
か
ら
、〔 

Ｄ 

〕
で
は
な
く
人
間
の
責
任
で
あ

る
、
つ
ま
り
、「
Ａ
で
は
な
く
Ｂ
で
あ
る
」
と
い
う
対

比
構
造
が
見
え
て
く
る
。
人
、
つ
ま
り
個
人
の
対
比

と
な
る
の
は
社
会
で
あ
る
た
め
、
選
択
肢
の
答
え
は

「
社
会
」
と
な
る
。 

 

問
六 

本
文
の
内
容
読
解
（
因
果
関
係
） 

 

「
訓
練
を
受
け
る
」
こ
と
の
大
事
さ
は
、
傍
線
部

以
降
に
書
か
れ
て
い
る
。
直
後
に
「
そ
れ
は
『
自
分

に
で
き
な
い
こ
と
を
言
語
化
す
る
』
こ
と
を
要
求
す

る
か
ら
で
あ
る
」
と
あ
る
。
そ
し
て
「『
十
分
な
デ
ー

タ
が
な
い
と
こ
ろ
で
死
活
的
に
重
要
な
決
定
を
す
る
』

と
い
う
の
が
『
訓
練
を
受
け
る
』
と
い
う
こ
と
の
最

初
の
、
そ
し
て
一
番
重
い
意
味
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
、

「『
お
の
れ
の
不
能
を
言
語
化
す
る
』
と
い
う
こ
と
の

一
つ
の
実
践
的
な
か
た
ち
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
点
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
選
択
肢
は
ウ

で
あ
る
。
ア
「
未
知
の
知
識
や
技
術
を
習
得
す
る
こ

と
」
と
あ
る
が
、「
そ
の
訓
練
を
通
じ
で
獲
得
さ
れ
る

情
報
や
ス
キ
ル
の
『
内
容
』
よ
り
も
ず
っ
と
重
い
」

と
本
文
に
あ
る
た
め
不
適
当
。
訓
練
を
受
け
る
こ
と

が
「『
好
き
な
こ
と
』
を
発
見
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
」

と
は
書
か
れ
て
い
な
い
た
め
イ
も
不
適
当
。
エ
は
「
訓

練
を
受
け
る
」
こ
と
で
五
感
の
錬
磨
と
な
る
と
書
か

れ
て
い
る
が
「
ど
の
職
業
で
も
通
用
す
る
力
を
身
に

つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い

た
め
不
適
当
。 

 

問
七 

本
文
の
内
容
読
解
（
換
言
・
因
果
関
係
） 

 

同
じ
内
容
の
言
い
換
え
て
い
る
部
分
を
探
し
、
答

え
を
探
し
て
い
こ
う
。
言
い
換
え
を
探
す
際
は
、「
自

分
」「
で
き
な
い
こ
と
」「
言
語
化
」
と
細
か
く
区
切

る
と
分
か
り
や
す
い
。
そ
う
す
る
と
、
二
頁
目
の
「
自

分
が
な
ぜ
」
の
一
文
が
見
つ
か
る
。「
自
分
が
な
ぜ
、

あ
る
種
の
社
会
的
活
動
に
つ
い
て
、
嫌
悪
や
脱
力
感

を
感
じ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
丁
寧
に
言
葉
に
し
て

い
く
作
業
」
と
い
う
の
は
、「
自
分
の
で
き
な
い
こ
と

を
言
語
化
す
る
」
と
同
義
で
あ
る
。
そ
の
点
を
踏
ま

え
る
と
、
後
半
の
「
自
分
の
『
個
性
』
の
輪
郭
を
知

る
」
こ
と
が
「
自
分
の
で
き
な
い
こ
と
を
言
語
化
す

る
」
こ
と
に
よ
っ
て
で
き
る
こ
と
だ
と
分
か
る
。
解

答
欄
に
合
わ
せ
て
書
き
抜
こ
う
。 

 

問
八 

本
文
の
内
容
読
解
（
全
体
の
趣
旨
） 

 

本
文
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
選
択
肢
を
吟
味
し
よ
う
。

こ
こ
で
不
適
当
な
も
の
は
生
徒
Ｃ
の
発
言
で
あ
る
。

本
文
で
は
「
訓
練
を
受
け
る
」
こ
と
の
大
事
さ
や
「
訓

練
を
受
け
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
五
感
が
鍛
え
ら
れ
る

こ
と
は
述
べ
て
い
た
。
し
か
し
、「
適
当
に
『
訓
練
を

受
け
て
』」
み
て
「
向
い
て
な
か
っ
た
」
と
へ
ら
へ
ら

で
き
る
人
間
は
「
感
覚
が
鈍
」
く
、「
ど
の
よ
う
な
『
学

校
』
へ
通
お
う
と
も
、
ど
の
よ
う
な
『
訓
練
』
を
受

け
よ
う
と
も
、
決
し
て
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
に
な

る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
否
定
的
な
意
見
を
述
べ
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
生
徒
Ｃ
の
意
見
が
本
文
と
合
致

し
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
ア
は
「
職
業
選
択
と

い
う
の
は
『
好
き
な
こ
と
を
や
る
』
の
で
は
な
く
、

『
で
き
な
い
こ
と
』『
や
り
た
く
な
い
こ
と
』
を
消
去



し
て
い
っ
た
果
て
に
『
残
っ
た
も
の
を
や
る
』
も
の

だ
と
私
は
考
え
て
い
る
」
の
一
文
と
対
応
す
る
。
イ

と
エ
は
、
問
六
や
七
と
対
応
す
る
選
択
肢
で
あ
る
。 

  

【
小
説
（
文
学
的
文
章
）】 

≪

出
典≫

『
羊
と
鋼
の
森
』（
文
藝
春
秋
所
収
） 

 

ピ
ア
ノ
に
も
ク
ラ
シ
ッ
ク
に
も
縁
が
な
か
っ
た
外

村
と
い
う
若
者
が
、
ピ
ア
ノ
の
調
律
師
で
あ
る
板
鳥

と
出
会
う
こ
と
で
、
ピ
ア
ノ
の
調
律
の
素
晴
ら
し
さ

を
感
じ
、
調
律
師
を
目
指
す
物
語
で
あ
る
。
二
〇
一

八
年
に
は
映
画
化
も
さ
れ
て
い
る
。 

 ≪

筆
者≫

宮
下
奈
都 

 

一
九
六
七
年
、
福
井
県
生
ま
れ
。
上
智
大
学
文
学

部
哲
学
学
科
卒
業
。
二
〇
〇
四
年
、「
静
か
な
雨
」
が

文
學
界
新
人
賞
佳
作
に
入
選
、
デ
ビ
ュ
ー
。
二
〇
一

一
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
誰
か
が
足
り
な
い
』
が
本
屋

大
賞
に
ノ
ミ
ネ
ー
ト
。
他
の
著
書
に
『
遠
く
の
声
に

耳
を
澄
ま
せ
て
』『
よ
ろ
こ
び
の
歌
』
な
ど
が
あ
る
。 

 

問
一 

本
文
の
内
容
理
解
（
語
彙
と
文
脈
理
解
） 

「
足
踏
み
」
と
は
進
行
せ
ず
に
、
そ
の
ま
ま
の
位

置
で
足
を
交
互
に
ふ
む
こ
と
で
あ
り
、
転
じ
て
物
事

が
停
滞
し
て
進
歩
し
な
い
こ
と
を
さ
し
て
い
る
。
傍

線
部
の
あ
る
段
落
を
確
認
す
る
と
、
一
弦
ず
つ
音
を

合
わ
せ
て
い
く
が
気
持
ち
の
中
で
何
か
が
ず
れ
る
→

音
の
波
を
つ
か
ま
え
ら
れ
な
い
→
音
が
合
わ
な
い
。

そ
の
た
め
次
に
進
め
な
く
な
り
「
足
踏
み
」
を
し
て

い
る
状
態
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

問
二 

本
文
の
内
容
理
解
（
比
喩
表
現
と
登
場
人
物

の
状
況
を
対
応
さ
せ
な
が
ら
読
み
取
る
問
題
） 

「
も
が
く
」
と
は
「
も
だ
え
苦
し
ん
で
手
足
を
動

か
す
。
い
ら
だ
つ
。
あ
せ
る
。
」と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

問
一
も
踏
ま
え
つ
つ
読
む
と
「
泳
げ
る
は
ず
だ
と
飛

び
込
ん
だ
」
が
、
前
に
進
む
こ
と
が
で
き
ず
、
苦
し

み
い
ら
だ
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
で
は
、
ど
の

よ
う
な
こ
と
に
対
し
て
そ
う
思
っ
て
い
る
の
か
。
文

脈
か
ら
比
喩
表
現
の
解
釈
を
行
お
う
。「
僕
」
は
調
律

師
板
鳥
に
憧
れ
、
専
門
学
校
に
進
み
、
今
は
板
鳥
の

勤
め
る
楽
器
店
に
就
職
し
た
。「
僕
」
は
定
時
ま
で
通

常
業
務
に
励
み
、
夜
に
な
る
と
一
人
店
に
残
り
調
律

の
練
習
を
し
て
い
る
。
調
律
師
に
求
め
ら
れ
る
の
は

音
を
合
わ
せ
る
以
上
の
こ
と
な
の
に
、
音
の
波
を
つ

か
ま
え
る
こ
と
さ
え
で
き
て
な
い
と
も
だ
え
苦
し
ん

で
い
る
。
つ
ま
り
、
で
き
る
は
ず
だ
と
信
じ
調
律
の

練
習
を
続
け
て
い
る
が
、
な
か
な
か
納
得
の
い
く
調

律
が
出
来
ず
苦
し
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
以
上

の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
ア
の
選
択
肢
が
適
当
で
あ

る
。
イ
は
「
一
人
仕
方
な
く
」
や
「
先
輩
た
ち
を
恨

ん
で
い
る
」
が
間
違
い
。
ウ
は
「
誰
も
い
な
い
夜
の

楽
器
店
で
練
習
す
れ
ば
自
分
の
目
指
す
調
律
が
出
来

る
」
と
本
文
に
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
や
「
絶
望
」

と
い
う
心
情
ま
で
は
読
み
取
れ
な
い
た
め
間
違
い
。

エ
は
「
い
つ
も
通
り
の
調
律
が
で
き
ず
に
」
が
不
適

当
。 

 

問
三 

慣
用
句
の
問
題 

〔 

Ａ 

〕
の
三
行
前
に
「
板
鳥
さ
ん
を
追
い
か
け

た
」
と
あ
り
、
直
前
に
は
「
必
死
だ
っ
た
」
と
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
急
い
で
追
い
か
け
た
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
た
め
、
エ
の
「
息
を
切
ら
せ
て
い
る
」
が
適
当
。

ア
の
「
口
が
減
ら
な
い
」
は
口
が
達
者
で
、
反
論
や

負
け
惜
し
み
を
い
く
ら
で
も
言
う
と
い
う
意
で
あ
る
。

必
死
に
教
え
を
乞
う
僕
の
説
明
と
し
て
は
不
適
当
で

あ
る
。 

 

問
四 

語
彙
に
基
づ
く
心
情
理
解 

③ 

し
げ
し
げ
と 

 

し
き
り
に
。
じ
っ
と
見
つ
め

る
さ
ま
。 

④ 

立
つ
瀬
が
な
い 

立
場
が
な
い
。
面
目
が
な
い
。 



 
問
五 
本
文
の
内
容
理
解
（
対
比
関
係
と
展
開
理
解
） 

「
ど
う
こ
つ
こ
つ
す
る
の
が
正
し
い
ん
で
し
ょ
う
」

と
必
死
に
質
問
す
る
「
僕
」
に
対
し
、
板
鳥
は
「
こ

の
仕
事
に
正
し
い
か
ど
う
か
と
い
う
基
準
は
あ
り
ま

せ
ん
。
正
し
い
と
い
う
言
葉
に
は
気
を
つ
け
た
ほ
う

が
い
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、

「〔 

Ｂ 

〕
に
は
気
を
つ
け
よ
う
、
と
だ
け
は
思
っ

た
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
、〔 

Ｂ 
〕
に
は
「
正
し

い
」
が
入
る
。
ホ
ー
ム
ラ
ン
を
狙
っ
て
は
い
け
な
い

よ
う
に
、
調
律
師
の
仕
事
は
地
道
に
こ
つ
こ
つ
と
練

習
す
る
し
か
な
く
、
正
し
い
か
ど
う
か
で
決
ま
る
も

の
で
は
な
い
と
板
鳥
は
述
べ
て
い
る
。 

 

問
六 

本
文
の
内
容
理
解
（
人
物
像
と
心
情
理
解
） 

 

柳
さ
ん
は
、
技
術
に
も
自
信
が
な
い
「
僕
」
の
不

安
を
見
て
と
り
、「
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
だ
っ
て
」「
堂
々

と
し
て
い
た
ほ
う
が
い
い
ん
だ
」
と
言
っ
て
お
り
、

「
僕
」
に
自
信
を
つ
け
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。
ま
た
、
柳
さ
ん
の
人
柄
と
し
て
、「
先
輩

な
の
に
、
ぜ
ん
ぜ
ん
威
張
っ
た
り
偉
そ
う
だ
っ
た
り

し
な
い
の
が
、
と
て
も
あ
り
が
た
い
」
と
あ
る
点
か

ら
正
解
が
導
け
る
。 

 

問
七 

本
文
の
内
容
理
解
（
人
物
像
と
心
情
理
解
） 

〔 

Ｃ 

〕
の
後
に
は
「
先
輩
な
の
に
、
ぜ
ん
ぜ
ん

威
張
っ
た
り
偉
そ
う
だ
っ
た
り
し
な
い
」
と
あ
り
、

〔 

Ｃ 

〕
の
前
に
は
「
僕
」
と
柳
さ
ん
の
や
り
と

り
で
、
先
輩
で
あ
る
柳
さ
ん
は
「
笑
顔
」
で
対
応
し

て
い
る
こ
と
か
ら
も
エ
の
「
笑
っ
た
」
が
適
当
。 

 

問
八 

本
文
の
内
容
理
解
（
直
喩
と
換
言
の
問
題
） 

傍
線
部
の
後
の
「
最
初
に
聴
い
た
演
奏
に
懐
い
た
」

の
内
容
を
「
よ
う
に
」
と
直
接
的
に
た
と
え
て
表
現

し
た
文
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
直
喩
法
が
正
解
。 

 

傍
線
部
は
、
生
ま
れ
た
直
後
目
の
前
で
動
き
声
を

出
す
も
の
を
親
だ
と
思
う
イ
ン
プ
リ
ン
テ
ィ
ン
グ
の

こ
と
を
い
う
。
２
の
問
題
は
、
こ
の
比
喩
表
現
を
文

脈
に
合
わ
せ
て
理
解
す
る
問
題
で
あ
る
。
傍
線
部
を

含
む
段
落
の
前
の
段
落
か
ら
確
認
し
よ
う
。
高
校
を

出
る
ま
で
ほ
と
ん
ど
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
を
聴
い
た
こ

と
な
か
っ
た
「
僕
」
だ
が
、
調
律
の
練
習
を
し
な
が

ら
夢
中
に
な
っ
て
聴
き
は
じ
め
る
。
ピ
ア
ニ
ス
ト
同

士
聞
き
比
べ
る
余
裕
は
な
く
、
同
じ
ピ
ア
ニ
ス
ト
が

重
な
ら
な
い
よ
う
に
、
沢
山
聴
い
て
い
く
。
特
定
の

ピ
ア
ニ
ス
ト
に
こ
だ
わ
る
わ
け
で
は
な
く
、
最
初
に

聴
い
た
演
奏
が
「
僕
」
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
な
る
と

書
か
れ
て
い
る
。
以
上
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、
エ
の

選
択
肢
が
適
当
で
あ
る
。
ア
の
「
彼
ら
の
作
っ
た
音

楽
だ
け
が
価
値
が
あ
る
」
や
、
イ
の
「
ク
ラ
シ
ッ
ク

音
楽
に
な
か
な
か
親
し
む
こ
と
が
出
来
ず
、
か
つ
て

聞
い
て
い
た
流
行
り
の
曲
だ
け
を
聞
き
た
い
と
思
い

な
お
し
た
」
は
本
文
に
な
い
。
ウ
は
「
他
の
人
が
演

奏
し
て
も
物
足
り
な
く
感
じ
る
」
と
あ
る
が
、
特
定

の
ピ
ア
ニ
ス
ト
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

た
め
不
適
当
。 

 

問
九 

本
文
の
内
容
理
解
（
大
意
の
把
握
） 

 

正
解
は
ウ
と
オ
。
ア
の
「
ピ
ア
ノ
の
調
律
を
す
る

と
き
に
は
絶
対
音
感
が
必
要
」
だ
と
は
ど
こ
に
も
述

べ
ら
れ
て
い
な
い
。
い
ろ
い
ろ
な
曲
集
を
聴
い
た
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
が
「
ど
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
が
ど
の
よ

う
に
演
奏
し
て
い
る
か
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
イ
は
不
適
当
。

エ
の
「
時
に
は
上
下
関
係
を
大
切
に
し
、
先
輩
の
言

葉
に
従
っ
て
励
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
」
と
い
う
こ

と
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
た
め
不
適
当
で
あ
る
。 

  

【
古
典
（
古
文
）】 

〈
出
典
〉『
枕
草
子
』（
岩
波
文
庫
版
） 

平
安
中
期
の
随
筆
。
鋭
い
感
覚
で
描
い
た
随
想
や



宮
廷
生
活
の
記
録
。 

 ≪

作
者≫
清
少
納
言
。
中
宮
定
子
の
女
房
。 

 

問
一 

歴
史
的
仮
名
遣
い
の
問
題 

歴
史
的
仮
名
遣
い
を
現
代
仮
名
遣
い
に
あ
ら
た
め

る
規
則
に
つ
い
て
、
ま
と
め
て
知
っ
て
お
く
よ
う
に

し
た
い
。
古
典
は
日
頃
馴
染
み
の
な
い
も
の
で
あ
る

た
め
、
平
素
か
ら
意
識
し
て
読
み
慣
れ
て
お
い
て
ほ

し
い
。 

 

問
二 

月
の
異
名
の
問
題 

一
月･･･

睦
月
（
む
つ
き
）
二
月･･･

如
月
（
き
さ

ら
ぎ
）
三
月･･･

弥
生
（
や
よ
い
）
四
月･･･

卯
月
（
う

づ
き
）
五
月･･･

皐
月
（
さ
つ
き
）
六
月･･･

水
無
月

（
み
な
づ
き
）
七
月･･･

文
月
（
ふ
づ
き
） 

八
月･･･

葉
月
（
は
づ
き
） 

九
月･･･

長
月
（
な
が
つ
き
）
十

月･･･

神
無
月
（
か
ん
な
づ
き
）
十
一
月･･･

霜
月
（
し

も
つ
き
） 

十
二
月･･･

師
走
（
し
わ
す
） 

 

問
三 

文
脈
と
古
語
の
意
味
・
主
体
と
文
学
史 

 

１ 

② 

け
ざ
や
か
に 

あ
ざ
や
か
な
さ
ま
。
は
っ

き
り
し
て
い
る
さ
ま
。 

⑥ 

あ
は
れ
に 

 

し
み
じ
み
と
心
を
動
か
さ

れ
る
。 

 

２ 

随
筆
の
主
体
は
筆
者
で
あ
る
た
め
、
漢
字
四

字
の
条
件
に
当
て
は
ま
る
清
少
納
言
が
正
解
。 

 

問
四 

古
文
に
お
け
る
「
の
」
の
用
法 

 

助
詞
「
の
」
の
意
味
・
用
法
は
、「
～
が
」
と
訳
せ

る
主
格
の
「
の
」、「
～
の
」
と
訳
せ
る
連
体
修
飾
格

の
「
の
」、「
～
で
」
と
訳
せ
る
同
格
の
「
の
」、「
～

の
も
の
、～
の
こ
と
」と
訳
せ
る
体
言
の
代
用
の
「
の
」

の
四
つ
が
あ
る
。
④
「
雨
の
」、
⑦
「
露
の
」、
⑨
「
い

ひ
た
る
こ
と
ど
も
の
」
は
主
語
と
な
っ
て
い
る
た
め
、

「
の
」
は
主
格
を
表
す
。
⑩
「
人
の
」
は
あ
と
に
体

言
が
つ
づ
い
て
お
り
、
⑩
だ
け
が
他
と
違
う
用
法
だ

と
分
か
る
。
⑩
は
連
体
修
飾
格
の
「
の
」
で
あ
る
。 

 

問
五 

比
喩
表
現
の
問
題 

 

傍
線
部
「
白
き
玉
を
つ
ら
ぬ
き
た
る
」（
白
い
玉
を

糸
で
突
き
通
し
た
）
は
、
雨
が
か
け
わ
た
し
た
蜘
蛛

の
巣
に
か
か
り
、
滴
が
蜘
蛛
の
巣
の
糸
に
か
か
っ
て

い
る
様
子
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
。 

 

問
六 

内
容
理
解
（
場
面
と
因
果
関
係
の
把
握
） 

傍
線
部
の
直
前
に
、「
萩
な
ど
の
い
と
お
も
げ
な
る

に
、
露
に
落
つ
る
に
枝
の
う
ち
動
き
て
、
人
も
手
も

ふ
れ
ぬ
に
、
み
と
か
み
ざ
ま
へ
あ
が
り
た
る
も
」
と

あ
り
、
萩
が
露
に
よ
っ
て
自
然
と
動
く
さ
ま
を
「
い

み
じ
う
を
か
し
」
と
思
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

選
択
肢
と
し
て
適
当
な
も
の
は
ア
で
あ
る
。 

 

問
七 

係
り
結
び
の
法
則
の
理
解 

「
を
か
し
け
れ
」（
形
容
詞
「
を
か
し
」
の
已
然
形
）。

係
結
び
の
法
則
に
つ
い
て
は
、
係
助
詞
の
種
類
と
意

味
の
確
認
、
結
び
の
語
の
活
用
形
ま
で
整
理
し
て
お

こ
う
。 

 

問
八 

内
容
読
解
（
要
旨
の
把
握
） 

口
語
訳
を
参
考
に
し
て
、
本
文
の
内
容
展
開
を
お

さ
え
る
。
自
然
の
細
微
な
箇
所
に
目
を
向
け
、
風
情

が
感
じ
ら
れ
る
景
色
を
列
挙
し
て
い
く
が
、
最
後
に

こ
の
章
段
に
お
け
る
筆
者
の
所
感
、
趣
旨
が
語
ら
れ

て
い
る
た
め
エ
が
正
解
。
選
択
肢
ア
は
「
最
も
」
風

情
が
あ
る
と
は
述
べ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
選
択
肢
イ
と

ウ
は
読
点
を
は
さ
ん
で
後
半
の
内
容
が
誤
っ
て
い
る
。 

 

問
九 

古
典
文
学
の
知
識
理
解 

文
学
史
や
文
学
史
上
に
お
け
る
作
品
に
つ
い
て
は
、

タ
イ
ト
ル
・
作
者
・
成
立
時
代
・
ジ
ャ
ン
ル
だ
け
で



な
く
、
作
品
の
内
容
や
後
世
の
評
価
や
特
徴
ま
で
踏

ま
え
て
学
習
す
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
。 

 

【
現
代
語
訳
】 

（
陰
暦
）
九
月
の
こ
ろ
、
一
晩
中
降
り
通
し
た
雨
が
、

今
朝
は
や
ん
で
、
朝
日
が
ぱ
っ
と
あ
ざ
や
か
に
輝
き

だ
し
た
こ
ろ
、
庭
の
植
え
こ
み
の
露
が
、
こ
ぼ
れ
落

ち
る
ほ
ど
濡
れ
お
い
て
い
る
の
も
、
ま
こ
と
に
風
情

が
あ
る
。
透
垣
の
羅
文
、
あ
る
い
は
軒
の
上
な
ど
に
、

か
け
わ
た
し
た
蜘
蛛
の
巣
が
破
れ
ず
に
残
っ
て
い
る

の
に
雨
が
か
か
っ
て
い
る
さ
ま
が
、
ま
る
で
白
い
玉

を
糸
で
貫
き
通
し
た
よ
う
な
の
は
、
た
い
そ
う
し
み

じ
み
と
し
た
趣
が
あ
っ
て
お
も
し
ろ
い
。 

 

す
こ
し
日
が
高
く
な
っ
て
く
る
と
、
萩
な
ど
が
、

露
を
含
ん
で
ひ
ど
く
重
そ
う
に
垂
れ
て
い
る
の
に
、

露
が
落
ち
る
と
枝
が
（
自
然
と
）
ゆ
れ
動
い
て
、
だ

れ
も
手
を
触
れ
な
い
の
に
す
っ
と
上
の
ほ
う
へ
は
ね

あ
が
っ
た
の
も
、
た
い
そ
う
お
も
し
ろ
い
と
い
っ
た

こ
と
な
ど
が
、
他
の
人
の
心
に
は
す
こ
し
も
お
も
し

ろ
く
あ
る
ま
い
と
思
わ
れ
て
、
そ
れ
が
ま
た
お
も
し

ろ
い
こ
と
で
あ
る
。 


