
令
和
四
年
度 

後
期
日
程 

解
答
・
解
説 

【
五
〇
分
・
一
〇
〇
点
・
配
点
詳
細
非
公
表
】 

【
一
】 

〈
出
典
Ⅰ
〉『
に
ほ
ん
語
観
察
ノ
ー
ト
』
中
央
公

論
新
社 

様
々
な
人
や
団
体
の
言
葉
、
文
章
を
取
り
上

げ
、
筆
者
が
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
話
し
て
い
く

と
い
う
形
式
の
作
品
。
読
売
新
聞
日
曜
版
に
連

載
さ
れ
た
も
の
を
ま
と
め
て
発
行
さ
れ
た
。 

 

〈
出
典
Ⅱ
〉『
話
し
言
葉
の
日
本
語
』
小
学
館 

「
せ
り
ふ
の
時
代
」
に
連
載
さ
れ
た
も
の
に

加
筆
し
出
版
さ
れ
た
。
戯
曲
の
セ
リ
フ
に
つ
い

て
考
え
て
い
く
こ
と
で
、
話
し
言
葉
と
し
て
の

日
本
語
を
捉
え
よ
う
と
す
る
対
談
集
。 

 

〈
著
者
紹
介
〉 

井
上
ひ
さ
し 

山
形
県
出
身
の
作
家
・
劇
作
家
。
代
表
作
に

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
連
続
人
形
劇
『
ひ
ょ
っ
こ
り
ひ
ょ
う

た
ん
島
』
や
『
吉
里
吉
里
人
』
が
あ
る
。 

 平
田
オ
リ
ザ 

東
京
生
ま
れ
の
劇
作
家
、
演
出
家
。
二
〇

二
一
年
に
芸
術
文
化
観
光
専
門
職
大
学
の
学

長
に
就
任
。 

 

問
一 

漢
字
の
読
み
書
き 

漢
字
の
学
習
は
読
み
書
き
を
基
本
と
し
て
行

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
加
え
て
、
意
味
・
使
い

方
・（
熟
語
の
）
構
成
に
も
意
識
を
向
け
て
学
習

し
よ
う
。
漢
字
の
意
味
を
知
っ
て
い
る
こ
と
は
、

音
訓
を
含
め
た
読
み
の
能
力
に
つ
な
が
る
う
え

に
、
初
め
て
見
る
熟
語
の
意
味
も
推
測
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
他
教
科
で
も
、
国
語
で

も
初
め
て
見
る
熟
語
は
増
え
て
く
る
。
そ
の
際

に
意
味
を
知
っ
て
い
る
こ
と
が
学
習
者
を
助
け

て
く
れ
る
。
ま
た
、
熟
語
の
構
成
や
漢
字
の
成

り
立
ち
か
ら
の
構
成
を
意
識
す
る
こ
と
も
同
様

で
あ
る
。
語
彙
は
す
べ
て
の
基
本
。
多
く
身
に

つ
け
て
い
こ
う
。 

 

問
二 

接
続
詞
・
副
詞 

接
続
詞
や
副
詞
の
呼
応
に
つ
い
て
考
え
る
問

題
。
こ
れ
ら
は
説
明
的
文
章
を
読
む
際
に
も
、

自
分
で
書
く
際
に
も
非
常
に
重
要
な
ス
キ
ル
に

な
る
。
役
割
や
意
味
を
意
識
し
よ
う
。 

《
い
》
は
、
そ
の
直
後
に
「
実
際
に
は
」
と
あ

り
、
理
想
と
現
実
で
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
っ
た
こ

と
を
示
す
文
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
逆

接
の
接
続
詞
が
入
る
。 

《
ろ
》
は
前
の
文
章
を
う
け
て
「
沸
騰
す
る
」

を
具
体
例
に
し
て
、
科
学
の
術
語
が
「
一
語
一

義
」
で
あ
る
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
。
だ
か
ら

こ
こ
に
は
例
示
の
接
続
詞
が
入
る
。 

《
は
》
は
ド
ラ
マ
ド
ク
タ
ー
が
大
勢
い
る
と

い
う
話
を
受
け
て
、「
な
か
に
は
ヤ
ブ
も
い
る
」

が
、
基
本
的
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
と
い
う

流
れ
の
中
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
ヤ
ブ
も
い
る
」

と
い
う
こ
と
、
全
員
が
優
秀
で
は
な
い
こ
と
を

想
定
し
て
、
反
例
（
反
対
の
例
）
も
あ
る
こ
と
が

当
然
だ
が
、
自
分
の
言
い
た
い
こ
と
は
別
に
あ

る
と
い
う
構
成
で
主
張
を
述
べ
て
い
る
。 

 

問
三 

文
章
の
図
式
化 

「
加
藤
氏
の
役
割
」
を
、
大
き
い
も
の
か
ら

小
さ
い
も
の
に
焦
点
を
絞
っ
て
整
理
し
て
い
く



問
題
。
加
藤
さ
ん
の
大
目
標
は
①
日
本
サ
ッ
カ

ー
の
強
化
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
取
り
組
ん
だ

の
が
、
②
指
導
者
の
指
導
に
共
通
性
を
持
た
せ

る
こ
と
で
、
そ
の
た
め
に
③
用
語
の
統
一
を
行

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
①
②
③
は
①
の
中
に
②

が
含
ま
れ
、
さ
ら
に
そ
の
中
に
③
が
含
ま
れ
る

と
い
う
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
を
表
し
て
い
る
の

は
エ
に
な
る
。 

 

問
四 

一
般
化
と
具
体
例 

「
用
語
の
統
一
」
は
後
の
具
体
例
に
あ
る
よ

う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
動
き
に
、
統
一
さ
れ
た
呼

び
方
を
つ
け
る
こ
と
で
、
皆
が
理
解
で
き
る
よ

う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
あ
て
は
ま
る

の
は
ア
で
あ
る
。
決
し
て
、
英
語
を
使
う
こ
と

で
は
な
い
の
で
注
意
し
よ
う
。
具
体
例
が
出
て

き
た
と
き
に
一
般
化
す
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
積

ん
で
い
こ
う
。
そ
の
こ
と
が
文
章
の
理
解
に
も

物
事
を
的
確
に
考
え
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て

い
く
。 

 

問
五 

知
識
と
文
章
の
つ
な
が
り 

日
本
語
は
主
に
和
語
・
漢
語
・
外
来
語
で
構

成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
を
理
解
し

て
使
い
分
け
る
こ
と
で
、
よ
り
豊
か
な
表
現
力

が
身
に
つ
く
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
持
つ
特

性
と
、
文
章
中
で
の
使
わ
れ
方
を
意
識
し
よ
う
。

ア
の
前
半
部
の
説
明
は
特
に
現
代
で
は
多
く
み

ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
が
「
一
語
一
義
」
で
は
な
い

た
め
不
適
。
イ
は
本
文
中
の
内
容
と
合
わ
な
い

た
め
不
適
。
エ
は
和
語
の
特
徴
と
し
て
言
わ
れ

る
内
容
で
は
あ
る
が
、
本
文
の
内
容
と
は
不
適
。

よ
っ
て
ウ
が
適
当
。 

 

問
六 

因
果
関
係
、
具
体
と
一
般 

こ
の
文
章
に
お
い
て
、
海
外
と
の
対
比
を
行

い
つ
つ
日
本
演
劇
界
に
つ
い
て
話
し
合
う
中
で
、

井
上
は
言
語
化
を
日
本
に
足
り
な
い
点
を
挙
げ

る
。
井
上
は
平
田
と
の
対
談
で
演
劇
の
言
葉
や

構
造
を
話
す
こ
と
自
体
が
演
劇
の
原
則
の
言
語

化
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
の
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
対
談
を
ま
と
め
る
こ

と
が
そ
の
ま
ま
教
科
書
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ

の
内
容
に
適
当
な
選
択
肢
は
ア
。 

 

問
七 

文
の
構
成 

文
章 

Ⅰ 

は
加
藤
久
氏
の
言
葉
や
報
知

新
聞
、
辞
書
な
ど
を
引
用
し
事
実
を
整
理
し
な

が
ら
「
一
語
一
義
」
を
身
に
つ
け
た
日
本
サ
ッ

カ
ー
に
期
待
し
た
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い

る
。
よ
っ
て
ア
が
適
当
。
ま
た
、
文
章 

Ⅱ 

は

井
上
と
平
田
が
演
劇
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
特
に

ド
ラ
マ
ド
ク
タ
ー
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
。
そ

こ
か
ら
、
法
則
な
ど
を
ま
と
め
た
教
科
書
を
作

り
た
い
、
日
本
で
も
劇
作
家
大
会
同
様
の
こ
と

が
し
た
い
と
話
を
結
ん
で
い
る
。
二
人
は
対
談

し
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
ま
と
め
て
文
章
に
し
た

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
自
分
の
経
験
な
ど
を
具

体
例
に
、
自
ら
の
考
え
を
述
べ
あ
っ
て
い
る
。

よ
っ
て
エ
が
適
当
。 

 

問
八 

要
約
・
具
体
と
一
般
化 

問
七
の
解
説
に
も
あ
る
よ
う
に
、 

Ⅰ 

は

「
一
語
一
義
」
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
サ
ッ
カ

ー
が
成
長
し
た
と
述
べ
て
い
る
。 

Ⅱ 

は
演

劇
の
原
則
を
ま
と
め
た
教
科
書
の
作
成
や
、
原

則
が
若
い
う
ち
か
ら
身
に
つ
い
て
い
る
こ
と
、

原
則
に
基
づ
い
て
話
が
で
き
る
こ
と
を
う
ら
や



ん
で
い
る
。
二
つ
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
言

葉
に
す
る
こ
と
、
そ
れ
も
意
味
が
き
ち
ん
と
定

義
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
大
事
さ
で
あ
る
。
こ
れ

ら
を
国
語
の
学
習
に
落
と
し
込
ん
だ
時
に
は
、

文
章
の
読
み
方
な
ど
を
原
則
と
し
て
言
葉
に
す

る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
エ
が
適
当
に
な
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
原
則
や
ど
う
読
ん
で
い

る
か
を
言
語
化
し
て
い
く
こ
と
が
国
語
の
学
習

で
あ
る
。 

 

【
二
】
文
学
的
文
章
（
小
説
） 

〈
出
典
〉
「
だ
め
な
も
の
は
」 

短
編
集
「
ハ
ヅ
キ
さ
ん
の
こ
と
」（
講
談
社
新

書
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
作
品
。「
ヤ
マ
シ
タ
さ

ん
」
の
発
言
に
よ
っ
て
変
化
す
る
「
わ
た
し
」
の

心
情
を
細
や
か
な
描
写
で
描
い
た
作
品
。 

 〈
著
者
〉
川
上
弘
美 

東
京
都
生
ま
れ
の
小
説
家
。
一
九
九
六
年
に

『
蛇
を
踏
む
』
で
芥
川
賞
受
賞
。
幻
想
世
界
と

現
実
世
界
の
入
り
混
じ
っ
た
作
品
が
多
い
。 

 

問
一 

口
語
文
法 

問
題
文
の
「
か
ら
」
は
「
～
以
降
」
の
意
味
を

持
つ
。
こ
れ
と
同
じ
も
の
は
イ
。
ア
は
原
因
・
理

由
、
ウ
は
時
間
の
起
点
、
エ
は
対
象
の
起
点
。
普

段
か
ら
助
詞
の
使
い
方
を
意
識
す
る
こ
と
が
、

読
み
に
も
書
き
に
も
良
い
影
響
を
与
え
る
。 

 

問
二 

語
句
の
意
味 

「
小
一
時
間
」
は
一
時
間
程
度
、
一
時
間
弱

の
こ
と
。
量
に
続
く
「
強
・
弱
」
な
ど
は
勘
違
い

し
や
す
い
の
で
あ
わ
せ
て
学
習
し
よ
う
。 

 

問
三 

場
面
の
描
写 

デ
イ
ジ
ー
の
様
子
は
お
洒
落
に
描
写
さ
れ
て

お
り
、
マ
ス
タ
ー
も
腕
が
立
つ
が
静
か
な
人
物

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
喫
茶
店
の
様
子

の
描
写
は
、「
わ
た
し
」
に
と
っ
て
居
心
地
が
良

い
か
ら
こ
そ
通
い
続
け
、
ヤ
マ
シ
タ
さ
ん
と
も

そ
こ
で
出
会
う
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
イ
が
適
当
。 

 

問
四 

表
現
技
法 

も
の
を
人
に
例
え
る
擬
人
法
、「
よ
う
な
」
を

使
っ
て
た
と
え
る
直
喩
、
使
わ
ず
た
と
え
る
暗

喩
。
い
ず
れ
も
比
喩
の
一
種
で
あ
る
。
そ
の
た

め
「
人
形
の
よ
う
な
」
は
比
喩
・
直
喩
に
な
る
。

こ
こ
で
外
面
的
な
特
徴
を
述
べ
る
こ
と
で
、
そ

の
後
の
印
象
の
部
分
が
よ
り
際
立
つ
よ
う
に
な

る
。
よ
っ
て
エ
が
適
当
。 

 

問
五 

因
果
関
係 

「
わ
た
し
」
が
読
ん
で
い
た
本
は
、
ヤ
マ
シ

タ
さ
ん
が
探
し
て
い
た
本
だ
と
い
う
こ
と
で
本

を
貸
す
こ
と
に
な
る
。「
わ
た
し
」
は
良
い
感
想

を
期
待
し
て
感
想
を
聞
く
。
し
か
し
、
ヤ
マ
シ

タ
さ
ん
が
「
だ
め
」
と
言
っ
た
こ
と
で
「
わ
た

し
」
は
頭
に
血
が
の
ぼ
る
、
つ
ま
り
興
奮
し
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
ア
が
適
当
。 

 

問
六 

表
現
技
法 

小
説
の
表
現
は
、
基
本
的
に
無
駄
な
も
の
は

な
く
、
一
文
一
文
が
つ
な
が
っ
て
作
品
を
作
っ

て
い
る
。
そ
し
て
、
景
色
の
描
写
は
人
物
の
心

情
を
反
映
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
押
さ
え
て
お
こ
う
。 

ア
は
続
く
文
章
で
の
「
わ
た
し
」
の
手
持
ち

無
沙
汰
な
様
子
や
時
間
が
経
過
し
た
こ
と
を
描



写
す
る
表
現
で
あ
り
、
こ
の
部
分
が
あ
る
こ
と

で
、
ヤ
マ
シ
タ
さ
ん
が
読
む
の
を
待
っ
て
い
る

「
わ
た
し
」
を
自
然
に
描
い
て
い
る
。 

イ
は
ヤ
マ
シ
タ
さ
ん
が
本
を
読
み
終
え
る
直

前
の
描
写
で
あ
る
。
桜
が
散
る
こ
と
は
一
つ
の

季
節
の
終
わ
り
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、

「
わ
た
し
」
の
創
作
へ
の
動
機
が
激
変
す
る
こ

こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
イ
が
正
答
。 

ウ
は
初
め
て
の
会
話
以
降
も
ヤ
マ
シ
タ
さ
ん

と
の
交
流
が
あ
っ
た
も
の
の
、
個
人
的
な
こ
と

に
は
踏
み
込
ま
な
か
っ
た
た
め
に
当
時
は
知
ら

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。 

エ
は
い
つ
ま
で
も
ヤ
マ
シ
タ
さ
ん
の
こ
と
が

気
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
表
現
。
交
流

が
な
く
な
っ
て
、
も
の
書
き
を
再
開
し
た
現
在

も
、
ヤ
マ
シ
タ
さ
ん
の
言
葉
と
共
に
そ
の
存
在

が
気
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。 

 

問
七 

人
物
設
定
と
心
情
変
化 

小
説
に
お
い
て
、
登
場
人
物
の
人
物
像
を
作

る
こ
と
、
ま
た
、
心
情
変
化
を
捉
え
る
こ
と
は
、

よ
り
読
書
を
楽
し
む
た
め
に
重
要
な
要
素
で
あ

る
。 １

に
つ
い
て
、
ヤ
マ
シ
タ
さ
ん
は
基
本
的
に

印
象
の
薄
い
、
存
在
感
が
あ
る
人
物
で
は
な
い

と
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
描
か
れ
て
い
る
場

面
以
外
で
は
「
可
も
な
く
不
可
も
な
い
内
容
を

喋
る
人
」「
容
赦
な
い
言
葉
を
～
二
度
と
な
か
っ

た
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
話
す
内
容
も
普
段

は
人
物
通
り
の
印
象
の
薄
い
人
物
で
あ
る
。
そ

の
ヤ
マ
シ
タ
さ
ん
が
初
め
の
会
話
で
「
わ
た
し
」

の
好
き
な
詩
人
を
「
だ
め
」
と
断
定
し
て
き
た

の
で
あ
る
。
こ
の
衝
撃
を
押
さ
え
た
い
。
よ
っ

て
エ
が
正
答
。 

 

２
に
つ
い
て
、「
わ
た
し
」
は
も
の
書
き
に
対

し
て
そ
こ
ま
で
強
い
こ
だ
わ
り
は
も
っ
て
い
な

い
。「
運
が
良
け
れ
ば
」
程
度
で
し
か
な
い
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
で
も
の
書
き
が
「
読

者
に
さ
ば
か
れ
る
」
こ
と
を
知
り
、
も
の
を
書

く
こ
と
を
や
め
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
エ
が

正
答
。 

  

【
三
】
古
典
（
漢
文
の
連
続
テ
ク
ス
ト
読
解
） 

〈
出
典
〉
Ⅰ
・
Ⅱ
と
も
に 

 
『
菜
根
譚
』（
前
集
五
八
）
及
び
（
後
集
八
） 

 

全
三
五
七
条
、
前
集
と
後
集
に
分
け
ら
れ
、

全
体
的
に
二
句
や
三
句
の
対
構
造
で
内
容
明
快

簡
潔
な
文
章
で
構
成
さ
れ
る
。
明
代
の
成
立
か
。

内
容
の
特
徴
と
し
て
は
、
儒
・
仏
・
道
教
を
融
合

し
た
内
容
で
、
中
国
の
戦
乱
の
歴
史
を
生
き
抜

く
処
世
訓
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
へ
は
幕
末
あ

た
り
、
加
賀
藩
や
江
戸
の
昌
平
坂
で
刊
行
さ
れ
、

現
代
に
至
る
ま
で
実
業
家
や
ア
ス
リ
ー
ト
な
ど

に
愛
読
さ
れ
て
い
る
。 

著
者
は
洪
応
明
（
こ
う
お
う
め
い
）、
字
は
自

誠
、
洪
自
誠
と
も
呼
ば
れ
る
。
生
卒
も
出
身
も

分
か
っ
て
い
な
い
。 

「
菜
根
」
と
は
宋
の
汪
信
民
（
お
う
し
ん
み

ん
）
が
語
っ
た
こ
と
に
由
来
し
、
根
菜
は
筋
が

多
く
固
い
が
苦
に
せ
ず
よ
く
噛
み
続
け
れ
ば
真

の
味
を
理
解
で
き
る
も
の
の
意
味
が
あ
る
。
ま

た
、
粗
末
な
食
事
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
避
け
ず

質
素
な
暮
ら
し
を
心
掛
け
る
「
清
貧
」
の
思
想

に
通
じ
る
意
味
も
有
し
て
い
る
。 

 

問
一 

訓
読
の
知
識
と
技
術
（
主
に
返
り
点
） 



 
受
験
生
に
ま
ず
確
認
し
て
ほ
し
い
こ
と
が
、

「
白
文
」「
訓
点
」「
訓
読
（
文
）（
す
る
）」「
書

き
下
し
文
（
書
き
下
す
）」
等
の
定
義
の
理
解
と

学
習
語
彙
の
定
着
で
あ
る
。
こ
の
学
習
語
彙
の

定
義
を
き
ち
ん
と
理
解
し
て
学
習
を
進
め
な
い

と
つ
ま
ず
く
場
合
が
多
い
。「
訓
点
」
は
さ
ら
に

「
返
り
点
」
「
送
り
仮
名
」「
句
読
点
」
に
分
け

ら
れ
る
が
こ
ち
ら
の
定
義
は
理
解
定
着
で
き
て

い
る
か
、
解
答
に
あ
た
っ
て
確
認
し
て
お
い
て

ほ
し
い
。 

 

さ
て
、
漢
文
も
日
本
語
と
同
様
、
縦
書
き
の

場
合
は
上
か
ら
下
に
読
む
。
ま
た
、
返
り
点
の

う
ち
「
ㇾ
点
」
は
一
字
返
っ
て
読
み
、「
一
、
二

点
」
は
二
字
以
上
返
っ
て
読
む
場
合
に
用
い
る
。

右
の
理
解
を
基
に
、
受
験
生
は
学
習
の
中
で
訓

読
の
練
習
を
重
ね
、
レ
点
と
一
、
二
点
の
組
み

合
わ
せ
の
文
の
訓
読
な
ど
読
み
慣
れ
て
受
験
を

迎
え
て
ほ
し
い
。 

 

問
二 

故
事
成
語
の
解
釈
と
読
解
へ
の
活
用 

 

１
「
衣
冠
の
盗
」
と
は
、
衣
や
冠
を
身
に
つ
け

た
官
職
に
就
く
者
が
、
君
主
に
尽
く
す
こ
と
や

租
税
に
よ
っ
て
養
わ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

人
民
に
対
し
尽
く
さ
な
い
こ
と
を
「
盗
賊
」
と

非
難
す
る
語
で
あ
る
。
国
家
、
君
主
は
（
或
い
は

そ
れ
に
仕
え
る
役
人
は
）、
国
民
の
血
税
に
よ
っ

て
養
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
身
を

戒
め
、
徳
を
以
て
人
民
を
愛
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 

さ
て
、
こ
れ
を
も
と
に
一
文
め
の
解
釈
を
す

る
わ
け
で
あ
る
が
、
一
文
め
の
前
半
は
易
し
い

が
、
後
半
と
そ
の
つ
な
が
り
が
難
解
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
二
文
め
（
１
の
解
釈
）
を
も
と
に
、
全

体
が
対
句
形
式
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

対
比
的
に
一
文
め
の
解
釈
に
取
り
組
む
。
二
文

め
が
「
官
職
に
就
い
て
人
民
を
愛
さ
な
い
＝
盗

賊
（
給
料
泥
棒
）」
と
な
る
の
で
、
一
般
化
す
る

と
「
手
段
を
得
て
も
本
来
の
目
的
を
果
た
さ
な

い
こ
と
＝
道
理
に
あ
っ
て
い
な
い
」
と
な
ろ
う

か
。
こ
れ
を
も
と
に
一
文
め
を
解
釈
す
る
と
、

本
を
読
む
こ
と
（
手
段
）
ば
か
り
で
、
そ
の
中
か

ら
昔
の
聖
人
・
賢
者
の
志
を
学
ぶ
（
目
的
）
こ
と

が
な
け
れ
ば
、
た
だ
の
「
文
字
に
囚
わ
れ
る
＝

こ
だ
わ
っ
て
い
る
だ
け
」
で
あ
る
（
道
理
に
外

れ
る
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

問
三 

比
喩
の
解
釈
と
具
体
化 

 
問
二
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
一
、
二
文
め
が

読
め
た
ら
、
あ
と
は
三
、
四
文
め
、
は
た
ま
た
、

同
作
品
中
の

Ⅱ

の
前
半
部
分
も
対
比
的
に
読

み
進
め
れ
ば
よ
い
。
傍
線
部
③
を
含
む
四
文
め

は
、
起
業
し
て
資
産
を
残
し
た
と
し
て
も
、
後

の
代
や
事
業
へ
の
投
資
を
考
え
な
け
れ
ば
、
う

ま
く
い
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
事
業
も
目
の

前
の
花
の
よ
う
で
あ
る
、
の
意
味
に
な
る
。
こ

れ
を
一
文
め
～
三
文
め
の
部
分
や
全
体
と
対
比

し
、
後
半
に
「
道
理
に
合
っ
て
い
な
い
も
の
＝

意
味
の
な
い
も
の
」
が
く
る
と
考
え
、
花
の
美

し
さ
の
比
喩
的
イ
メ
ー
ジ
と
合
わ
せ
て
、「
見
栄

え
は
華
や
か
だ
が
中
身
は
な
い
」
も
の
と
考
え

る
。
ち
な
み
に
日
本
語
に
は
「
あ
だ
花
」
と
い
う

慣
用
句
が
あ
り
、
表
は
華
や
か
で
も
中
身
の
な

い
も
の
の
意
が
あ
り
、
こ
う
い
っ
た
場
合
に
使

う
語
と
し
て
覚
え
て
お
き
た
い
。
仕
事
や
お
金

を
稼
ぐ
こ
と
は
単
な
る
手
段
で
あ
る
た
め
、
目

的
の
な
い
仕
事
の
成
功
や
資
産
形
成
は
「
み
せ

か
け
だ
け
の
も
の
」
と
『
菜
根
譚
』
は
批
判
す

る
。
手
段
と
目
的
と
を
は
き
違
え
て
あ
く
せ
く

生
き
、
持
た
ざ
る
を
不
幸
と
し
て
は
な
ら
な
い
。



本
来
の
生
き
る
目
的
を
見
失
わ
な
い
よ
う
に
し

た
い
も
の
で
あ
る
。 

 

問
四 

本
文
の
趣
旨
（
全
体
の
一
般
化
） 

 

こ
こ
ま
で
い
く
つ
か
の
例
を
読
み
進
め
て
き

た
が
、
Ⅱ
の
最
後
で
は
そ
れ
ら
を
一
般
化
し
て

解
釈
を
ま
と
め
て
い
く
よ
う
、
つ
な
が
り
を
考

え
な
が
ら
読
み
た
い
。
傍
線
部
④
は
注
を
参
考

に
し
な
が
ら
、「
跡
（
形
に
残
る
も
の
＝
目
に
見

え
る
も
の
）
を
用
い
、（
跡
の
中
心
と
も
い
う
べ

き
）
精
神
（
道
理
）
は
用
い
よ
う
と
は
し
な
い
」

と
分
か
る
。
こ
こ
ま
で
の
内
容
と
合
わ
せ
て
一

般
化
す
る
と
、「
見
え
る
も
の
＝
手
段
ば
か
り
を

追
い
求
め
て
、
そ
の
目
的
や
精
神
（
道
理
）
を
求

め
よ
う
と
し
な
い
」
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。 

 

問
五 

口
語
文
法
、
表
現
技
法
、
反
語
の
解
釈 

 

１
は
漢
字
が
平
仮
名
に
な
っ
て
い
る
も
の
、

「
不
（
ず
＝
～
な
い
）」
と
「
之
（
の
）」
を
、
現

代
語
（
口
語
文
法
）
の
知
識
と
理
解
を
も
と
に

二
つ
の
つ
な
が
り
を
考
え
て
い
く
。
例
え
ば
Ⅱ

の
一
行
め
の
「（
理
）
解
せ
ず
」
＝
「
理
解
し
・

な
い
」
を
参
考
に
、
助
動
詞
だ
と
判
断
で
き
、

「
之
」
は
「
琴
や
書
の
趣
」
を
参
考
に
、
格
助

詞
・
連
体
修
飾
格
の
用
法
で
あ
る
こ
と
か
ら
助

詞
と
判
断
で
き
る
。
助
詞
や
助
動
詞
は
付
属
語
。

選
択
肢
の
中
に
は
迷
う
も
の
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、

こ
れ
は
文
法
を
学
習
す
る
た
め
の
用
語
の
定
義

が
定
着
し
て
い
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
受
験
生
は
口
語
文
法
の
細
か
な
理
解

や
定
着
が
苦
手
で
（
と
い
う
か
苦
手
だ
か
ら
こ

そ
勉
強
す
べ
き
な
の
だ
が
）、
放
っ
て
お
い
て
高

校
の
学
習
に
入
ろ
う
と
す
る
人
が
多
い
。
逃
げ

出
し
た
い
と
こ
ろ
こ
そ
差
が
つ
く
と
こ
ろ
、
良

薬
は
口
に
苦
し
と
い
う
よ
う
に
、
学
習
の
要
と

な
っ
て
く
る
た
め
努
め
て
学
ば
れ
た
し
。 

 

２
の
諷
喩
は
比
喩
の
仲
間
で
、
何
か
に
か
こ

つ
け
て
、
そ
れ
と
な
く
（
遠
ま
わ
し
）
に
言
い
た

い
こ
と
を
伝
え
る
表
現
技
法
。「
喩
」
を
も
と
に

比
喩
の
仲
間
だ
と
分
か
れ
ば
よ
い
。
傍
線
部
は

な
じ
み
の
あ
る
倒
置
法
や
体
言
止
め
で
は
な
い

た
め
、
反
語
と
判
断
し
た
い
。
勿
論
、
反
語
法

（
表
現
）
を
は
じ
め
か
ら
知
っ
て
い
る
の
が
望

ま
し
い
が
、
こ
の
機
会
に
学
ん
で
ほ
し
い
。 

 

３
反
語
（
法
）
表
現
は
疑
問
の
か
た
ち
を
と

り
、
反
対
の
意
思
を
示
す
表
現
方
法
。
こ
れ
を

も
と
に
４
で
は
反
語
の
使
用
例
を
選
ぶ
。 

 

問
六 

本
文
の
構
成
展
開
、
表
現
の
特
徴 

 

漢
文
は
対
を
多
用
す
る
文
体
で
あ
り
、
今
回

の
二
つ
の
文
章
も
例
外
で
は
な
い
。
さ
て
、
こ

の
対
（
句
）
で
あ
る
が
、
漢
詩
文
で
「
対
句
」
と

判
断
し
て
よ
い
条
件
と
し
て
は
、
①
構
成
、
②

意
味
、
③
品
詞
の
対
応
が
挙
げ
ら
れ
る
。
Ⅰ
は

一
見
漢
詩
（
韻
文
）
に
も
見
え
る
よ
う
な
四
文

で
あ
る
が
、
そ
の
構
成
は
全
体
が
対
句
形
式
と

な
っ
て
お
り
、
一
文
の
構
成
と
し
て
は
内
容
と

漢
字
の
組
み
合
わ
せ
に
注
目
す
る
と
二
字
・
二

字
・
二
字
・
四
字
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
分
か

る
。
Ⅱ
の
前
半
は
対
句
形
式
で
は
あ
る
が
、
Ⅰ

と
は
一
文
内
の
構
成
は
異
な
っ
て
い
る
。
対
句

の
後
、
本
文
の
趣
旨
に
つ
い
て
、
反
語
を
用
い

て
強
調
し
て
終
え
る
。
こ
の
強
調
し
て
い
る
内

容
も
問
五
ま
で
の
部
分
と
全
体
、
具
体
的
内
容

と
一
般
的
内
容
を
踏
ま
え
な
が
ら
正
し
い
も
の

を
選
び
た
い
。 

 



【
書
き
下
し
文
】 

Ⅰ 書
を
読
み
て
聖
賢
を
見
ざ
れ
ば
、
鉛
槧
の
傭

為
り
。 

官
に
居
て
子
民
を
愛
さ
ざ
れ
ば
、
衣
冠
の
盜

為
り
。 

学
を
講
じ
て
躬
行
を
尚
ば
ざ
れ
ば
、
口
頭
の

禅
為
り
。 

業
を
立
て
て
種
徳
を
思
は
ざ
れ
ば
、
眼
前
の

花
為
り
。 

Ⅱ 人
有
字
の
書
を
読
む
を
解
し
て
、
無
字
の
書

を
読
む
を
解
せ
ず
。
有
絃
の
琴
を
知
り
て
、
無

絃
の
琴
を
弾
ず
る
を
知
ら
ず
。
迹
を
以
て
用
ひ
、

神
を
以
て
用
ひ
ず
、
何
を
以
て
琴
書
の
趣
を
得

ん
。 

 

【
現
代
語
訳
】 

Ⅰ 書
物
を
読
ん
で
聖
人
賢
者
（
の
行
い
を
）
見

習
わ
な
け
れ
ば
、
文
字
の
奴
隷
と
な
っ
て
し
ま

う
。 官

職
に
い
な
が
ら
民
を
愛
さ
な
け
れ
ば
給
料

泥
棒
で
あ
る
。 

学
問
を
講
義
し
て
実
践
を
大
切
に
し
な
け
れ

ば
、
無
意
味
な
問
答
で
あ
る
。 

 

事
業
を
起
し
て
も
未
来
へ
の
投
資
を
考
え
な

け
れ
ば
意
味
の
な
い
も
の
で
あ
る
。 

Ⅱ 人
は
字
の
書
い
て
あ
る
書
を
読
ん
で
理
解
す

る
が
、
字
の
な
い
書
（
字
の
指
し
示
す
本
質
的

内
容
）
を
読
む
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
。
弦

の
あ
る
琴
（
の
弾
き
方
）
は
知
っ
て
い
る
が
、
弦

の
な
い
琴
を
弾
く
こ
と
（
琴
を
奏
で
る
趣
き
）

は
知
ら
な
い
。
形
あ
る
も
の
ば
か
り
に
気
を
取

ら
れ
、
精
神
を
は
た
ら
か
せ
る
こ
と
を
忘
れ
て

い
て
は
、
ど
う
し
て
琴
を
弾
き
書
を
読
む
こ
と

の
本
質
を
会
得
で
き
よ
う
か
、
い
や
で
き
は
し

な
い
。 

 


