
二
〇
二
〇
年
度 

前
期
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
、
実
学
的
文
章
） 

【
出
典
】 

『
中
学
生
か
ら
の
数
学
「
超
」
入
門
』 

数
学
に
苦
手
意
識
を
も
っ
て
い
る
人
の
多
く

は
中
学
生
の
時
点
で
挫
折
し
て
い
る
よ
う
だ
。

加
え
て
、
算
数
さ
え
わ
か
っ
て
い
れ
ば
大
人
に

な
っ
て
困
ら
な
い
と
い
う
意
見
も
ま
だ
ま
だ
根

強
い
。
確
か
に
、
算
数
か
ら
数
学
に
変
わ
る
と
、

一
気
に
難
し
く
な
る
よ
う
に
感
じ
る
が
、
中
学

数
学
に
は
公
式
の
丸
暗
記
で
は
鍛
え
ら
れ
な
い

要
素
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
さ
ら
に
、
学
校
と
は

違
っ
た
、
図
形
、
数
と
式
、
関
数
、
資
料
の
活
用

と
い
う
順
番
で
数
学
史
を
も
と
に
読
み
進
め
る

と
、
数
学
的
に
考
え
る
術
を
学
ぶ
こ
と
が
可
能

と
な
る
こ
と
を
分
か
り
や
す
く
説
明
し
た
著
作
。 

 

著
者 

永
野 

裕
之 

一
九
七
四
年
東
京
生
ま
れ
。
東
京
大
学
理
学
部

地
球
惑
星
物
理
学
科
卒
。
同
大
学
院
宇
宙
科
学

研
究
所(

現JAXA)

中
退
。
高
校
時
代
に
は
数
学

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
出
場
し
た
経
験
も
持
つ
。
現

在
、
個
別
指
導
塾
・
永
野
数
学
塾
の
塾
長
を
務

め
る
。
大
人
に
も
開
放
さ
れ
た
数
学
塾
と
し
て

各
種
メ
デ
ィ
ア
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。 

 

問
一 

漢
字
の
読
み
書
き 

 

漢
字
を
学
習
す
る
た
め
に
は
、
音
訓
の
読
み

方
を
習
得
し
、
漢
字
一
字
一
字
の
意
味
を
理
解

す
る
必
要
が
あ
る
。
漢
字
本
来
の
原
義
を
理
解

し
た
上
で
学
習
す
る
こ
と
で
、
場
面
に
合
っ
た

漢
字
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

漢
字
の
習
得
を
通
じ
て
、
語
彙
力
を
高
め
よ
う
。 

高
校
生
に
な
る
と
、
評
論
文
・
小
説
な
ど
読

解
力
が
試
さ
れ
る
分
野
も
多
く
な
る
た
め
、
中

学
生
の
間
も
、
こ
れ
か
ら
も
語
彙
は
増
や
し
続

け
よ
う
。 

 

問
二 

接
続
語
の
問
題 

 

Ｘ 

は
長
い
一
文
の
途
中
、 

Ｘ 

を
は

さ
ん
で
前
後
の
関
係
を
問
う
て
い
る
。
直
前
の

内
容
は
、『
な
ぜ
、
私
は
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の

か
？
』
を
筋
道
立
て
て
説
明
し
、
自
分
と
は
違

う
意
見
に
対
し
て
も
「
な
る
ほ
ど
、
あ
な
た
の

意
見
も
一
理
あ
る
」
と
納
得
で
き
る
こ
と
、
と

あ
る
。
後
半
の
内
容
は
、
論
理
的
で
あ
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
こ
と
、
と
あ
る
。
前
半
の
筋
道

を
立
て
て
説
明
（
納
得
）
で
き
る
内
容
と
、
後
半

が
論
理
的
で
あ
る
、
と
の
内
容
の
つ
な
が
り
を

考
え
る
と
、
換
言
（
言
い
換
え
）
の
「
す
な
わ

ち
」
が
適
切
と
な
る
。 

 

Ｙ 

は
前
後
の
文
の
関
係
を
問
う
て
い
る
。

直
前
の
一
文
が
、
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
は
未

知
の
問
題
を
解
く
た
め
の
力
を
培
う
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
内
容
。 

Ｙ 
を
含
む

後
半
の
一
文
が
、
公
式
を
暗
記
し
て
あ
て
は
め

る
だ
け
で
は
、
既
出
の
問
題
し
か
解
け
な
く
な

る
と
い
う
内
容
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
対
比
関

係
だ
と
分
か
り
、
逆
接
の
「
し
か
し
」
が
適
切
。 

学
習
者
は
接
続
語
の
よ
う
な
、
そ
も
そ
も
論

理
（
つ
な
が
り
）
を
明
示
す
る
語
の
有
無
に
関

わ
ら
ず
、
常
に
語
と
語
、
文
と
文
の
関
係
を
意

識
（
考
え
）
な
が
ら
読
む
技
術
・
態
度
が
重
要
で

あ
る
。
ま
た
、
例
え
ば
「
即
ち
（
す
な
わ
ち
）
」

の
よ
う
に
普
段
用
い
な
い
言
葉
な
ら
ば
、
な
お

さ
ら
言
葉
の
意
味
の
確
認
、
定
着
を
は
か
り
た

い
。 



 
問
三 
１
口
語
文
法 

２
因
果 

３
対
比 

 

１
は
長
い
一
文
を
読
み
、
理
解
す
る
に
あ
た

り
、
主
語
と
述
語
を
意
識
し
て
読
む
技
術
と
態

度
が
備
わ
っ
て
い
る
か
を
確
認
し
て
い
る
。
初

め
に
意
識
し
て
ほ
し
い
部
分
は
、
一
文
の
結
論

を
示
す
述
語
で
あ
る
が
、
倒
置
等
の
修
辞
が
用

い
ら
れ
な
い
限
り
、
文
末
に
存
在
す
る
た
め
、

条
件
の
一
文
節
を
意
識
し
て
「
進
化
し
ま
し
た
」

と
考
え
る
。
や
や
長
い
一
文
節
の
述
語
で
あ
る

が
、
な
ぜ
短
く
区
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
、

単
語
の
理
解
も
確
認
し
な
が
ら
考
え
て
み
て
ほ

し
い
。
次
に
主
語
で
あ
る
が
、
述
語
と
主
語
の

関
係
は
同
義
（
イ
コ
ー
ル
）
の
関
係
に
な
る
。
よ

っ
て
「
進
化
し
た
」
も
の
は
何
か
と
い
え
ば
、
述

語
の
近
く
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
え
て
い
け
ば

「
数
学
」
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、
一
文
節
の

条
件
に
注
意
し
て
「
数
学
は
」
と
解
答
で
き
る
。

や
や
も
す
る
と
適
当
に
読
ん
で
し
ま
い
そ
う
な

日
本
語
文
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
語
、
次
に
語
と

語
の
つ
な
が
り
を
も
っ
て
、
論
理
的
か
つ
客
観

的
に
一
文
を
読
み
解
釈
し
て
い
き
た
い
。 

 

２
は
傍
線
部
の
内
容
、「
タ
レ
ス
が
数
学
を
計

算
・
技
術
か
ら
論
理
に
よ
っ
て
言
葉
＝
道
具
に

進
化
さ
せ
た
」
背
景
を
問
う
て
い
る
。
背
景
と

い
う
こ
と
は
、
タ
レ
ス
が
傍
線
部
の
よ
う
に
し

た
理
由
（
原
因
）
を
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気

づ
け
る
か
ど
う
か
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
直
前

の
段
落
で
、
タ
レ
ス
が
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
人
物

で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
つ
な

が
り
（
同
義
）
の
理
解
を
基
に
、
二
段
落
あ
と
の

古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
社
会
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た

内
容
を
理
解
し
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
社
会
の
中
で

生
き
た
タ
レ
ス
が
数
学
を
進
化
さ
せ
た
背
景
が

分
か
る
は
ず
だ
。
最
後
は
解
答
条
件
（
字
数
等
）

に
注
意
し
た
い
。 

 

３
は
２
と
は
対
照
的
な
社
会
に
つ
い
て
の
理

解
を
問
う
て
い
る
。
２
が
分
か
れ
ば
明
白
で
、

民
主
制
を
と
る
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
対
し
、
王
朝

国
家
で
あ
る
（
古
代
）
エ
ジ
プ
ト
に
つ
い
て
の

説
明
を
理
解
し
て
い
く
。
こ
こ
で
も
同
義
関
係

を
意
識
し
、
条
件
に
注
意
し
て
解
答
し
て
ほ
し

い
。 

 

問
四 

１
追
加
資
料
に
よ
る
部
分
解
釈 

 
 
 

２
表
現
と
つ
な
が
る
内
容
理
解 

 
 
 

３
図
式
化
さ
れ
た
内
容
に
対
す
る
考
察 

 

１
は
筆
者
が
本
文
で
論
理
を
「
言
葉
＝
道
具
」

と
し
て
い
る
箇
所
の
解
釈
に
つ
な
が
る
も
の
で

あ
る
。
人
間
は
言
葉
に
よ
っ
て
論
理
的
に
思
考

す
る
こ
と
が
で
き
る
以
前
に
、
言
葉
が
あ
っ
て

初
め
て
世
界
を
認
識
（
識
別
）
す
る
こ
と
が
で

き
、
逆
も
ま
た
然
り
で
あ
る
。
こ
の
関
係
を
受

験
生
が
理
解
で
き
て
い
れ
ば
解
答
は
や
さ
し
い

わ
け
だ
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
は
【
追
加
資
料
】

を
本
文
と
同
じ
技
術
・
態
度
に
て
読
解
参
照
し

て
解
答
し
て
い
き
た
い
。 

 

２
は
「
数
学
」
の
変
化
に
対
し
、
筆
者
が
ど
の

よ
う
な
表
現
で
ど
の
よ
う
な
意
味
づ
け
を
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
か
を
考
え
る
。
現
在
で
も
市

井
で
は
、
一
般
的
に
数
学
は
単
な
る
計
算
や
技

術
程
度
の
も
の
と
考
え
る
人
も
少
な
く
は
な
い

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
文
中
で
も
、
本
問
の
趣
旨

と
し
て
も
、「
世
界
の
真
理
」
を
探
究
す
る
糸
口

と
な
る
の
が
数
学
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。 

 

３
は
本
文
の
内
容
に
対
し
考
察
す
る
、
こ
こ

で
は
類
推
し
て
対
比
す
る
思
考
力
を
問
う
て
い

る
。
民
主
的
社
会
に
お
い
て
は
互
い
に
「
な
ぜ



こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
」
を
筋
道
立
て
て
説

明
し
、
論
理
に
よ
っ
て
「
そ
の
考
え
も
一
理
あ

る
」
と
認
め
あ
う
こ
と
が
で
き
る
。
勿
論
、
現
実

で
は
対
立
す
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

粘
り
強
く
論
理
的
な
「
対
話
」
を
続
け
て
い
け

ば
、
お
互
い
の
主
張
（
権
利
）
が
護
ら
れ
、
対
等

な
関
係
を
育
む
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
逆
に
右

の
プ
ロ
セ
ス
の
な
い
、
絶
対
的
な
権
力
者
（
？
）

の
下
で
生
き
る
際
に
は
、
権
力
者
の
価
値
観
が

モ
ラ
ル
と
な
る
た
め
、
最
終
的
に
は
右
と
は
逆

の
社
会
に
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
勿

論
、
儒
教
の
考
え
方
で
い
う
、
権
力
者
が
「
徳
」

の
あ
る
「
聖
人
」
で
あ
れ
ば
別
だ
ろ
う
が
。 

 

問
五 

１
熟
語
の
成
立
と
漢
和
辞
典
の
引
き
方 

 
 
 

２
演
繹
的
思
考
の
具
体
化 

 

１
の
解
答
に
あ
っ
て
は
、
ま
ず
本
文
中
よ
り

演
繹
の
意
味
（
定
義
）
を
確
認
し
て
、
熟
語
中
の

「
演
」
と
合
致
し
て
い
る
も
の
を
考
え
る
。「
演

芸
」「
演
習
」「
熱
演
」
の
「
演
」
は
全
て
「
実
際

に
行
う
こ
と
」、
講
演
の
「
演
」
は
「
話
題
を
広

く
述
べ
る
」
の
意
味
で
あ
る
。
話
を
つ
な
げ
て

広
げ
て
い
く
と
い
う
意
味
、
他
の
選
択
肢
と
の

関
係
か
ら
適
切
な
も
の
を
考
え
た
い
。
演
繹
の

意
味
と
「
演
」
の
意
味
の
つ
な
が
り
か
ら
考
え
、

部
首
は
「
糸
」
だ
と
分
か
る
た
め
、
糸
を
除
く
残

り
の
画
数
か
ら
「
繹
」
の
意
味
が
特
定
で
き
る
。 

 

２
は
演
繹
の
定
義
に
沿
っ
て
具
体
化
が
で
き

る
力
を
問
う
て
い
る
。
ウ
だ
け
は
、
二
つ
の
前

提
条
件
が
一
般
的
（
法
則
）
で
は
な
く
、
結
果
も

当
然
の
帰
結
と
は
な
ら
な
い
。
推
論
も
誤
り
で

あ
る
が
、
こ
の
具
体
例
は
「
帰
納
的
」
推
論
で
あ

る
。 

 

問
六 

本
文
構
成
と
資
料
を
用
い
る
意
図 

 

文
章
２
で
は
主
に
数
学
の
学
習
に
よ
り
演
繹

的
思
考
を
身
に
つ
け
る
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
途
中
で
演
繹
的
思
考

の
「
楽
さ
」
故
に
考
え
る
機
会
を
奪
う
と
い
う

デ
メ
リ
ッ
ト
も
提
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
最
後

の
内
容
を
見
て
み
る
と
、
数
学
の
望
ま
し
い
学

び
方
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
と
、
文
章
１
と
の

つ
な
が
り
を
考
え
る
と
、
筆
者
は
数
学
を
学
ぶ

意
義
に
つ
い
て
自
分
の
意
見
を
補
強
し
な
が
ら
、

反
対
意
見
を
想
定
し
た
う
え
で
の
結
論
を
導
い

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。 

 
問
七 
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
（
話
す
）
構
成 

 

よ
り
よ
く
「
話
す
」
際
に
は
、
内
容
に
応
じ
た

構
成
や
展
開
を
よ
く
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
考

え
て
み
て
ほ
し
い
の
だ
が
、
こ
の
設
問
に
取
り

組
む
際
に
は
、
ま
ず
読
解
・
解
釈
す
る
「
読
む
」

行
為
、
次
に
話
す
内
容
を
「
考
え
る
」、
メ
モ
を

「
書
く
」
力
が
必
要
に
な
る
。
こ
の
一
連
の
流

れ
に
沿
っ
て
問
七
ま
で
解
答
を
進
め
て
く
れ
ば
、

よ
く
「
話
す
」
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
。 

 

問
八 

１
考
察
と
資
料
の
作
成 

 
 
 

２
話
し
合
い
の
内
容
・
技
術
・
態
度 

 

１
は
こ
こ
ま
で
の
内
容
を
踏
ま
え
て
、
対
比

的
に
推
論
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
具

体
と
一
般
の
関
係
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
空
欄
の

内
容
を
創
造
的
に
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

帰
納
的
な
学
習
例
と
し
て
は
、
一
つ
一
つ
の
語

を
も
と
に
、
つ
な
が
り
（
文
法
）
な
ど
を
意
識
し

な
が
ら
一
般
的
な
解
釈
を
目
指
す
過
程
を
と
る

国
語
や
英
語
の
文
章
読
解
が
当
て
は
ま
る
だ
ろ

う
。 



 
知
和
さ
ん
の
発
言
は
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
意
の

批
判
で
は
な
く
、
発
表
が
よ
り
よ
く
な
る
た
め

の
提
案
と
、
発
表
者
の
意
図
が
明
確
で
な
か
っ

た
点
を
明
ら
か
に
し
、
自
他
の
理
解
や
考
え
を

深
め
よ
う
と
す
る
質
問
を
し
て
い
る
。 

  

【
二
】 

文
学
的
文
章
（
説
話
、
小
説
） 

 

文
章
１
〈
出
典
〉『
今
昔
物
語
集
』 

平
安
時
代
後
期
に
成
立
し
た
日
本
最
大
の
説
話

集
。
収
録
さ
れ
て
い
る
千
余
話
す
べ
て
「
今
ハ

昔
」
と
書
き
起
こ
さ
れ
る
。
天
竺
（
イ
ン
ド
）
、

震
旦
（
中
国
）、
本
朝
（
日
本
）
仏
教
説
話
、
本

朝
（
日
本
）
世
俗
説
話
の
四
部
に
分
け
ら
れ
る
。 

 

文
章
２
〈
出
典
〉『
鼻
』 

作
者
、
芥
川
龍
之
介
の
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
作
。『
今

昔
物
語
集
』
を
題
材
に
し
な
が
ら
、「
利
己
的
な

人
間
の
本
性
」
を
描
い
た
短
編
小
説
。 

 

問
一 

古
典
文
法
（
歴
史
的
仮
名
遣
い
） 

仮
名
遣
い
に
は
い
く
つ
か
の
ル
ー
ル
が
あ
る
。

①
語
頭
以
外
の
「
は
ひ
ふ
へ
ほ
」
は
「
わ
い
う
え

お
」
に
直
す
。
②
ワ
行
の
「
ゐ
」
は
「
い
」、「
ゑ
」

は
「
え
」
に
直
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
む
か
ひ
ゐ

て
」
の
「
ひ
」
と
「
ゐ
」
を
現
代
仮
名
遣
い
に
直

し
て
解
答
す
る
。 

 

問
二 

文
章
読
解
問
題
（
主
語
の
判
別
） 

傍
線
部
②
「
去
り
ぬ
」
を
含
む
一
文
は
、『
内

供
の
食
事
の
際
「
弟
子
の
法
師
」
が
、
板
を
鼻
の

下
に
い
れ
て
、
向
か
い
に
い
て
、
上
に
持
ち
上

げ
て
、
食
べ
る
と
き
に
い
て
、
食
べ
終
わ
っ
た

ら
降
ろ
し
て
、
去
る
。』
と
あ
る
。
読
点
が
多
い

の
で
「
、」
前
後
の
主
語
を
確
認
し
な
が
ら
読
み

進
め
よ
う
。
傍
線
部
③
「
物
も
食
は
ず
な
り
ぬ
」

の
直
前
に
は
「
む
つ
か
り
て
」（
機
嫌
が
悪
く
な

っ
て
）
と
あ
り
、「
他
の
人
が
食
事
の
際
鼻
を
持

ち
上
げ
る
と
機
嫌
が
悪
く
な
り
食
べ
な
く
な
る
」

と
い
う
意
に
な
る
。
鼻
を
持
ち
上
げ
ら
れ
る
人
、

食
事
を
し
て
い
る
人
は
誰
な
の
か
、
前
後
の
文

か
ら
読
み
取
ろ
う
。 

 

問
三 

文
章
読
解
問
題
（
心
情
の
把
握
） 

冒
頭
よ
り
「
物
食
ひ
粥
な
ど
を
食
ふ
時
に
は
」

と
内
供
の
食
事
を
す
る
際
の
様
子
が
説
明
さ
れ

て
い
る
。
傍
線
部
④
「
い
か
が
せ
む
と
す
る
」
と

は
「
ど
の
よ
う
に
し
よ
う
か
」
と
い
う
意
味
に

な
る
が
、
そ
の
直
前
に
「
鼻
を
持
ち
上
げ
る
人

（
弟
子
の
法
師
）
が
い
な
い
の
で
」
と
困
っ
て

い
る
理
由
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
事
か

ら
解
答
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
。 

 

問
四 

文
章
読
解
問
題
（
人
物
の
関
係
把
握
） 

傍
線
部
⑤
に
含
ま
れ
る
「
召
す
」
と
は
「
お
呼

び
に
な
る
」
な
ど
の
尊
敬
語
で
あ
る
。
困
っ
て

い
た
法
師
は
「
私
も
鼻
を
持
ち
上
げ
る
の
が
上

手
だ
」
と
言
っ
て
い
る
弟
子
が
い
る
こ
と
を
知

り
「
そ
の
者
を
こ
こ
へ
呼
び
な
さ
い
」
と
言
っ

て
い
る
場
面
で
あ
る
。 

 

問
五 

１
古
典
文
法
（
係
結
び
の
法
則
） 

２
文
章
読
解
問
題
（
因
果
関
係
） 

１
の
係
助
詞
「
ぞ
・
な
む
・
や
・
こ
そ
」
な
ど

が
文
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
、
文
末
の
結

び
の
語
が
連
体
形
や
已
然
形
に
変
化
す
る
。
こ

の
よ
う
な
文
の
法
則
を
「
係
り
結
び
の
法
則
」



と
い
う
。「
ぞ
・
な
む
・
や
・
か
」
の
場
合
、
文

末
は
「
連
体
形
」
と
な
り
、「
こ
そ
」
の
場
合
、

文
末
は
「
已
然
形
」
と
な
る
。 

２
は
弟
子
ど
も
が
「
笑
っ
た
理
由
」
は
、
直
前

に
「
こ
れ
を
聞
き
て
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
前
の
会

話
部
分
に
注
目
す
る
と
、
く
し
ゃ
み
を
し
た
童

が
「
世
の
中
に
そ
ん
な
鼻
を
し
た
人
が
い
る
な

ら
、
他
で
も
持
ち
上
げ
る
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ

う
が
（
そ
ん
な
鼻
の
人
は
い
な
い
）」
と
内
供
の

発
言
に
対
し
て
内
供
へ
反
論
し
て
い
る
。
以
上

の
内
容
を
含
む
ア
が
正
解
。
イ
、
ウ
、
エ
に
つ
い

て
は
童
の
発
言
が
本
文
の
内
容
と
異
な
る
。 

 
 問

六 

表
現
技
法
の
問
題
（
比
喩
法
） 

「
比
喩
法
」
は
物
事
を
直
接
表
現
せ
ず
に
、

た
と
え
を
用
い
て
理
解
を
容
易
に
す
る
表
現
技

法
で
あ
る
が
、「
直
喩
」「
隠
喩
」「
擬
人
法
」
な

ど
に
分
か
れ
る
。
今
回
の
傍
線
部
箇
所
で
は
「
～

よ
う
な
」
と
「
鼻
」
を
「
腸
詰
」
と
表
現
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
「
よ
う
な
」
や
「
よ
う
だ
」
な

ど
を
用
い
て
例
え
る
技
法
は
「
直
喩
法
」
に
分

類
さ
れ
る
。 

 

問
七 

文
章
読
解
問
題
（
対
比
関
係
の
理
解
） 

傍
線
部
⑧
の
直
後
に
は
、「
も
ち
ろ
ん
表
面
で

は
…
」
と
あ
る
よ
う
に
、
表
面
で
は
「
気
に
し
て

い
な
い
」
が
内
心
で
は
「
気
に
し
て
い
る
」
と
い

う
関
係
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
鼻
」
に
対

す
る
内
供
の
悩
み
は
、
実
際
的
な
不
便
（
食
事

な
ど
）
だ
け
で
は
な
く
、
自
ら
の
容
姿
に
関
す

る
「
自
尊
心
（
プ
ラ
イ
ド
）」
も
あ
る
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
以
上
の
内
容
を
踏
ま
え
て
字
数
に

合
わ
せ
て
解
答
す
る
。 

 

問
八 

文
章
読
解
問
題
（
因
果
関
係
） 

こ
こ
で
の
「
俗
」
と
は
「
一
般
の
人
」
と
い
う

意
味
に
な
る
。
つ
ま
り
傍
線
部
⑨
の
内
容
は
「
僧

で
あ
る
事
が
幸
せ
」
と
い
う
意
味
だ
と
考
え
ら

れ
る
。「
幸
せ
」
な
理
由
と
し
て
は
、
直
後
に
「
あ

の
鼻
で
は
…
」
と
妻
を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い

だ
ろ
う
、
と
言
っ
て
い
る
。
僧
に
な
る
こ
と
で

妻
を
持
た
な
い
原
因
は
、「
鼻
」
で
は
な
く
「
僧
」

と
い
う
仕
事
を
し
て
い
る
か
ら
と
な
る
の
で
、

「
幸
せ
だ
」
と
世
間
は
言
っ
て
い
る
。 

 

問
九 

語
句
の
問
題
（
対
義
語
） 

積
極
的
と
は
物
事
を
進
ん
で
す
る
様
子
を
表

す
言
葉
。
そ
の
対
に
な
る
の
で
「
す
す
ん
で
し

な
い
、
引
っ
込
ん
で
し
ま
う
様
子
」
を
表
す
言

葉
が
入
る
。 

 

問
十 

文
学
史
問
題
（
小
説
家
） 

芥
川
龍
之
介
は
大
正
時
代
の
小
説
家
。
様
々

な
歴
史
的
文
献
を
題
材
に
短
編
小
説
の
作
品
を

描
い
た
。
没
後
、
親
友
で
あ
る
菊
池
寛
に
よ
り

「
芥
川
龍
之
介
賞
」
が
設
け
ら
れ
た
。
本
文
も

『
今
昔
物
語
集
』
を
題
材
と
し
て
い
る
。 

 

問
十
一 

全
体
の
内
容
理
解 

生
徒
Ａ
の
発
言
通
り
文
章
１
で
も
文
章
２

で
も
、「
内
供
の
食
事
の
様
子
」
が
本
文
中
に
引

用
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
設
問
で
は
、
生
徒
Ｂ

の
発
言
に
よ
っ
て
文
章
の
終
わ
り
方
に
つ
い
て

注
目
し
、
文
章
２
で
の
内
供
の
心
情
部
分
に
つ

い
て
話
題
と
な
っ
て
い
る
。
本
文
中
に
も
長
い

鼻
に
よ
っ
て
「
自
尊
心
が
傷
つ
け
ら
れ
た
」
と

表
現
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
生
徒
Ｃ
の

意
見
は
適
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
徒
Ｄ
の
発



言
に
「
登
場
人
物
の
関
係
性
」
や
「
人
の
身
分
や

立
場
に
よ
る
社
会
的
な
優
劣
」
と
い
う
の
が
あ

る
が
、
本
文
中
か
ら
右
の
こ
と
に
つ
い
て
読
み

取
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
誤
り
と
な
る
。 

 

文
章
１
〔
現
代
語
訳
〕 

粥
な
ど
、
物
を
食
べ
る
と
き
に
は
、
弟
子
の

法
師
に
長
さ
一
尺
、
幅
一
寸
ほ
ど
の
平
ら
な
板

を
持
た
せ
、
鼻
の
下
に
差
し
入
れ
て
、
向
か
い

に
座
り
、
内
供
が
食
事
を
終
え
る
ま
で
鼻
を
持

ち
上
げ
て
い
て
、
食
べ
終
わ
る
と
そ
れ
を
下
げ

て
去
る
。
た
ま
に
違
う
者
に
こ
の
役
割
を
命
じ

る
と
、
う
ま
く
で
き
な
い
の
で
、
機
嫌
も
悪
く

な
り
何
も
食
べ
な
い
。
な
の
で
、
こ
の
法
師
だ

け
と
決
め
ら
れ
て
持
ち
上
げ
て
い
た
。 

と
こ
ろ
が
、
こ
の
法
師
が
身
体
を
悪
く
し
て

こ
の
役
目
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
鼻
を
持
ち
上

げ
る
人
が
な
い
た
め
、
内
供
は
朝
食
を
召
し
上

が
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
ど
う
し
た
も
の
か
と

困
っ
て
い
る
と
、
あ
る
童
が
申
し
上
げ
た
。「
鼻

な
ら
私
に
も
持
ち
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

平
素
こ
れ
を
し
て
い
る
法
師
に
は
劣
り
ま
せ
ん
」

こ
れ
を
別
の
法
師
が
聞
い
て
内
供
に
伝
え
た
。

こ
の
童
は
見
た
目
も
よ
か
っ
た
の
で
、
召
し
上

げ
ら
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。「
そ
の
童
を
つ
れ

て
き
な
さ
い
。
そ
こ
ま
で
言
う
な
ら
、
持
ち
上

げ
て
も
ら
お
う
」
と
言
っ
た
の
で
童
は
召
さ
れ

た
。 童

は
鼻
を
持
ち
上
げ
る
板
を
も
っ
て
、
適
当

な
高
さ
に
持
ち
あ
げ
た
。
粥
を
す
す
り
な
が
ら

内
供
が
言
上
。「
こ
の
童
は
は
た
い
へ
ん
上
手
だ
。

い
つ
も
や
っ
て
い
る
法
師
よ
り
も
う
ま
く
や
っ

て
い
る
」
と
い
っ
て
、
内
供
が
粥
を
す
す
っ
て

い
る
と
、
童
は
鼻
が
む
ず
む
ず
し
は
じ
め
、
大

き
な
く
し
ゃ
み
を
し
た
。
こ
の
と
き
、
鼻
を
持

ち
上
げ
て
い
る
板
が
大
き
く
動
い
た
の
で
、
鼻

を
粥
の
鋺
に
入
れ
て
し
ま
っ
た
。
内
供
の
顔
に

も
童
の
顔
に
も
粥
が
か
か
っ
た
。 

内
供
は
大
い
に
怒
り
、
紙
で
顔
に
か
か
っ
た

粥
を
ぬ
ぐ
い
な
が
ら
言
っ
た
。「
お
ま
え
は
ま
っ

た
く
心
な
い
愚
か
者
だ
。
私
で
は
な
く
、
位
の

高
い
人
の
御
鼻
を
持
ち
上
げ
て
い
た
ら
ど
う
す

る
の
だ
。
痴
れ
者
め
。
出
て
行
け
！
」
と
い
い
童

は
追
い
立
て
ら
れ
、
隠
れ
て
言
っ
た
。「
世
に
内

供
の
よ
う
な
鼻
を
し
て
い
る
人
が
あ
る
も
の
か
。

鼻
を
持
ち
上
げ
る
機
会
な
ん
か
絶
対
に
な
い
。

お
か
し
な
こ
と
を
言
う
も
の
だ
」
こ
れ
を
聞
い

た
弟
子
た
ち
は
、
外
に
出
て
大
笑
い
し
た
。 

  

【
三
】 

古
典
（
漢
詩
） 

漢
詩
〈
出
典
〉『
春
望
』 

作
者
、
杜
甫
。
長
安
の
荒
廃
し
た
様
子
を
う
た

う
。
詩
の
前
半
は
、
変
化
す
る
世
の
中
と
、
変
わ

ら
な
い
自
然
と
を
対
比
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、

後
半
は
国
を
憂
い
家
族
を
思
い
、
心
労
に
よ
っ

て
急
激
に
衰
え
た
身
を
嘆
き
結
ば
れ
る
。 

 

文
章
〈
出
典
〉『
声
に
出
し
て
読
み
た
い
日
本
語
』 

筆
者
、
齋
藤
孝
。
口
上
や
早
口
言
葉
、
古
典
の
名

句
な
ど
様
々
な
文
章
を
、「
目
で
読
む
」
の
で
は

な
く
「
声
に
出
し
て
読
む
」
た
め
の
暗
誦
テ
キ

ス
ト
。
各
文
章
に
は
著
者
の
体
験
や
解
説
も
述

べ
ら
れ
る
。 

 

問
一 

漢
文
構
造
の
問
題
（
書
き
下
し
文
） 

漢
文
を
書
き
下
す
と
き
、「
訓
点
」
に
注
意
し

た
い
。
漢
文
の
語
順
を
日
本
語
の
語
順
に
直
す



必
要
が
あ
る
た
め
、
こ
れ
を
示
す
記
号
の
「
返

り
点
」
に
従
う
こ
と
。
カ
タ
カ
ナ
で
書
か
れ
た

「
送
り
仮
名
」
を
平
仮
名
に
改
め
て
書
く
こ
と

や
、「
句
読
点
」
も
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。 

 

問
二 

漢
文
構
造
の
問
題
（
対
句
形
式
） 

漢
詩
に
は
、
律
詩
の
三
句
め
と
四
句
め
、
五

句
め
と
六
句
め
が
対
句
に
な
り
や
す
い
と
い
う

規
則
が
あ
る
。
文
章
に
も
あ
る
よ
う
に
こ
の
漢

詩
で
は
第
一
句
と
第
二
句
、
第
三
句
と
第
四
句
、

第
五
句
と
第
六
句
が
「
対
句
」
で
あ
る
。
つ
ま
り

傍
線
部
①
「
感
時
花
濺
涙
」
の
対
に
な
る
の
が

Ｘ
を
含
む
句
で
あ
る
。
返
り
点
、
文
の
構
造
が

同
じ
で
あ
り
、
意
味
や
品
詞
の
う
え
で
Ｘ
と
対

に
な
る
の
は
「
花
」
で
あ
る
。 

 

問
三 

知
識
問
題
（
語
句
） 

漢
文
で
は
単
語
の
①
読
み
、
②
意
味
の
二
つ

を
意
識
し
て
学
習
し
よ
う
。「
欲
」
は
漢
文
で
は

「
よ
く
」（
欲
望
）
か
「
ほ
っ
ス
」（
～
し
よ
う
と

す
る
・
～
し
そ
う
だ
）
等
が
あ
る
。 

 

問
四 

漢
詩
の
形
式
に
対
す
る
問
題
（
押
韻
） 

漢
詩
の
押
韻
は
原
則
と
し
て
五
言
の
場
合

「
偶
数
句
末
」
と
な
る
。
深
（
シ
ン
）
心
（
シ
ン
）

金
（
キ
ン
）
簪
（
シ
ン
）
と
押
韻
さ
れ
て
い
る
。 

 

問
五 

知
識
問
題
（
漢
詩
の
詩
人
と
作
品
） 

杜
甫
と
は
中
国
盛
唐
の
詩
人
で
あ
る
。
李
白

と
並
ぶ
中
国
文
学
史
上
最
高
の
詩
人
と
し
て
、

李
白
の
「
詩
仙
」
に
対
し
て
、「
詩
聖
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
。
ま
た
漢
詩
の
作
品
名
は
杜
甫
の
代

表
作
で
あ
る
『
春
望
』
で
あ
る
。 

 

問
六 

読
解
問
題
（
漢
詩
の
内
容
） 

こ
の
漢
詩
の
背
景
と
し
て
、
文
章
で
あ
る
よ

う
に
杜
甫
は
捕
虜
と
な
り
、
家
族
は
地
方
に
疎

開
し
て
い
た
。
ま
た
、
漢
詩
中
に
あ
る
「
家
書
」

と
は
「
家
族
か
ら
の
手
紙
」
の
こ
と
、「
万
金
」

と
は
「
黄
金
」
の
こ
と
、「
抵
」
は
「
値
す
る
」

の
意
味
で
あ
る
。
家
族
の
安
否
を
知
る
こ
と
も

難
し
い
状
況
で
「
家
族
か
ら
の
知
ら
せ
」
は
大

変
貴
重
品
な
も
の
と
な
っ
た
。 

 

問
七 

文
学
史
問
題 

『
春
望
』
は
日
本
文
学
に
も
影
響
を
与
え
、

俳
人
松
尾
芭
蕉
の
『
奥
の
細
道
』
に
も
「
国
破
れ

て
山
河
在
り
」
と
引
用
さ
れ
て
い
る
。（ 

Ｃ 

）

の
後
に
書
か
れ
て
い
る
「
夏
草
や
…
」
は
松
尾

芭
蕉
の
俳
句
で
あ
る
。 

 

問
八 

漢
詩
の
形
式
に
対
す
る
問
題 

漢
詩
の
形
式
は
、
一
句
に
五
つ
の
漢
字
が
使

用
さ
れ
る
「
五
言
」
と
七
つ
の
漢
字
が
使
用
さ

れ
る
「
七
言
」
が
あ
る
。
ま
た
、
四
句
か
ら
な
る

詩
を
「
絶
句
」、
八
句
か
ら
な
る
詩
を
「
律
詩
」

と
い
う
。 

 

問
九 

読
解
問
題
（
内
容
の
把
握
） 

『
春
望
』
の
第
一
句
「
国
破
」
は
戦
争
に
よ
っ

て
荒
れ
果
て
た
激
動
の
世
の
中
を
表
現
し
、「
山

河
」「
草
木
」
な
ど
は
そ
こ
に
残
さ
れ
た
変
わ
ら

ぬ
自
然
を
表
現
し
て
い
る
。
詩
の
後
半
部
分
は

「
峰
火
」（
戦
火
）
が
三
か
月
も
続
く
こ
と
や
、

「
家
族
か
ら
の
手
紙
が
貴
重
で
あ
る
」
な
ど
の
、

作
者
の
不
安
や
家
族
へ
の
思
い
、
国
を
憂
う
気

持
ち
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か

ら
「
ア
・
オ
」
が
適
当
。
イ
の
首
聯
（
第
一
句
・



第
二
句
）
と
尾
聯
（
第
七
句
・
第
八
句
）
は
対
句

に
な
っ
て
い
な
い
の
で
誤
り
。
ウ
・
エ
と
も
に

「
戦
争
に
勝
ち
続
け
る
」
や
「
亡
く
な
っ
た
家

族
」
な
ど
詩
か
ら
は
読
み
取
れ
な
い
内
容
が
あ

る
の
で
誤
り
。 

 

〔
現
代
語
訳
〕 

都
は
戦
乱
の
た
め
に
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た

が
、
自
然
の
山
や
河
は
昔
ど
お
り
に
残
っ
て
い

る
。
こ
の
城
内
は
春
に
な
っ
て
も
、
草
木
が
深

く
生
い
茂
っ
て
い
る
の
み
で
、
人
陰
す
ら
見
え

な
い
。
自
分
は
こ
の
い
た
ま
し
い
時
世
に
感
じ

て
、
平
和
な
春
な
ら
ば
花
を
見
て
楽
し
い
は
ず

な
の
に
、
か
え
っ
て
花
を
見
て
は
涙
を
は
ら
は

ら
と
流
し
て
し
ま
う
。
家
族
と
の
別
れ
を
恨
み

悲
し
ん
で
、
心
を
慰
む
べ
き
は
ず
の
鳥
に
も
心

を
驚
か
さ
れ
る
。
戦
火
は
三
ヶ
月
も
の
長
い
間

続
き
、
家
族
か
ら
の
手
紙
も
な
か
な
か
来
な
い

の
で
、
万
金
に
も
相
当
す
る
ほ
ど
貴
重
に
思
わ

れ
る
。
自
分
の
白
髪
頭
を
か
く
と
、
髪
の
毛
も

短
く
な
っ
て
し
ま
い
、
役
人
が
頭
に
つ
け
る
冠

を
と
め
る
か
ん
ざ
し
も
挿
せ
な
い
ほ
ど
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。 


