
   
東東
京京
大大
学学 

３
… 

現
代
文
・
古
文
・
漢
文
と
も
に
、
昨
年
度
よ
り
も
読
み
や
す
い
文
章
だ
っ
た
。
し
か
し
、
い
ざ
解
答
を
作
成
し
よ
う

と
す
る
と
難
し
い
。
読
解
し
た
内
容
を
簡
潔
に
説
明
す
る
表
現
力
が
、
例
年
以
上
に
求
め
ら
れ
る
設
問
だ
っ
た
。 

２
… 

字
数
制
限
が
設
け
ら
れ
た
の
は
、
例
年
通
り
、
現
代
文
第
一
問
の
（
五
）
の
み
。
そ
れ
以
外
の
設
問
は
全
て
一
行
～

二
行
の
解
答
欄
に
ま
と
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
一
行
の
解
答
欄
に
書
く
こ
と
が
出
来
る
字
数
は
、
長
く
て
三
三
字
程

度
で
あ
る
。 

１
… 

現
代
文
二
題
、
古
文
一
題
、
漢
文
一
題
。
二
〇
〇
〇
年
度
以
降
の
形
式
が
踏
襲
さ
れ
た
。
例
年
と
同
じ
く
、
漢
字
の

設
問
を
除
い
て
全
て
論
述
形
式
の
問
題
で
あ
る
。 

具
体
的
な
目
標
と
し
て
は
、
Ｏ
Ｓ
東
大
国
語
で
課
せ
ら
れ
る
添
削
で
、
六
割
以
上
の
点
を
毎
回
確
保
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
も
ら
い
た
い
。
毎
週
返
却
さ
れ
る
自
分
の
答
案
を
見
直
し
て
、
点
が
取
れ
る
解
答
を
目
指
し
て
毎
週
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
積

む
こ
と
が
大
切
だ
。 

も
ち
ろ
ん
東
大
も
、
受
験
生
に
は
手
強
い
文
章
を
出
題
す
る
こ
と
が
あ
る
。
二
〇
〇
五
年
度
や
二
〇
〇
八
年
度
の
第
一
問

の
現
代
文
な
ど
は
、
そ
の
典
型
だ
。
そ
れ
ら
の
現
代
文
が
テ
ー
マ
に
し
て
い
た
こ
と
は
、
東
大
の
教
養
学
部
で
扱
わ
れ
る
よ

う
な
内
容
だ
っ
た
。
つ
ま
り
東
大
の
国
語
は
、
駒
場
で
の
講
義
に
直
結
し
て
い
る
の
だ
。
東
大
は
駒
場
で
、
教
養
学
部
の
講

義
を
楽
し
む
こ
と
の
出
来
る
者
を
選
び
抜
こ
う
と
し
て
い
る
。
東
大
を
目
指
す
の
な
ら
、
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
読
解
力
と
思

考
力
も
磨
き
上
げ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 

東
大
の
問
題
を
解
く
た
め
に
、
特
別
な
知
識
は
必
要
な
い
。
現
代
文
・
古
文
・
漢
文
と
も
、
全
て
基
礎
的
な
知
識
さ
え
持

っ
て
い
れ
ば
読
み
解
く
こ
と
が
可
能
な
設
問
ば
か
り
だ
。
た
と
え
ば
現
代
文
で
あ
ら
か
じ
め
知
識
と
し
て
持
っ
て
い
な
く
て

は
な
ら
な
い
用
語
は
、
今
年
の
問
題
で
言
え
ば
、
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
程
度
だ
。
古
文
に
し
て
も
基

本
的
な
単
語
力
と
文
法
力
さ
え
あ
れ
ば
充
分
に
読
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
漢
文
に
お
い
て
も
基
本
的
な
句
形
と
漢
字

の
知
識
さ
え
あ
れ
ば
何
も
問
題
は
な
い
。
と
い
っ
て
も
、
東
大
の
国
語
が
簡
単
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ち
ら
っ
と
問
題

に
目
を
通
し
て
、
東
大
の
国
語
は
簡
単
だ
と
思
う
の
な
ら
、
勘
違
い
も
甚
だ
し
い
。 

な
お
セ
ン
タ
ー
試
験
に
つ
い
て
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
出
来
る
限
り
点
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば

東
大
を
受
験
す
る
こ
と
す
ら
叶
わ
な
く
な
る
。
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
九
割
（
一
八
〇
点
）
以
上
取
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
安
心
だ
。

失
敗
し
て
も
、
八
割
（
一
六
〇
点
）
に
と
ど
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
た
い
。 

東
大
の
国
語
で
難
し
い
の
は
、
読
み
取
っ
た
内
容
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
か
な
の
だ
。
し
か
も
だ
ら
だ
ら
と
冗
漫
に
説

明
す
る
余
裕
は
な
い
。
東
大
が
用
意
し
て
い
る
解
答
欄
は
、
受
験
生
に
簡
潔
な
答
案
を
求
め
て
い
る
。
だ
か
ら
東
大
を
目
指

す
受
験
生
は
何
よ
り
も
、
東
大
に
照
準
を
合
わ
せ
た
解
答
を
作
成
す
る
能
力
を
身
に
つ
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

そ
れ
こ
そ
が
最
も
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
が
困
難
な
能
力
な
の
で
あ
る
。 

         
 

文文
科科 

総 
論 

Ｔ
ｏ
ｐ
ｉ
ｃ
ｓ 

 こ
ん
な
力
が
求
め
ら
れ
る
！ 

 

選
択
式 

０
／

22
問 

Ｃ 
 
 

０
／

22
問 

〔
問
題
難
易
度
〕 

Ａ 
 
 

10
／

22
問 

Ｂ 
 
 

12
／

22
問 

〔
解
答
形
式
〕 

論
述
式 

21
／

22
問 

※
問
題
難
易
度
：
Ｃ
難
問
、
Ｂ
合
否
を
分
け
る
問
題
、
Ａ
正
答
す
べ
き
問
題
、
を
示
す 

記
述
式 

１
／

22
問 

小
問
数 

 
 

22 

満 
 

点 
 

120
点 

大
問
数 

 

４
（
現
代
文
２
題
・
古
文
１
題
・
漢
文
１
題
）

目
標
得
点 

 

80
点 

試
験
時
間 

150
分 

偏
差
値 

文
Ⅰ
74 

文
Ⅱ
73 

文
Ⅲ
72 
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大 

問 

別 

分 

析 
 

【
第
一
問
】 

●
本
大
問
の
特
徴
・
概
要 

○ 

問
題
文
の
分
量
は
、
昨
年
度
よ
り
も
や
や
増
加
し
た
。
出
題
形
式
は
、
二
〇
〇
〇
年
度
以
降
の
形
が
踏
襲
さ
れ
た
。

（
一
）
～
（
四
）
は
二
行
の
解
答
欄
に
説
明
を
ま
と
め
る
（
長
く
て
も
六
十
五
字
前
後
で
解
答
を
ま
と
め
な
く
て
は
な
ら

な
い
）
。
（
五
）
の
み
一
〇
〇
字
以
上
一
二
〇
字
以
内
と
い
う
字
数
制
限
が
設
け
ら
れ
た
設
問
だ
っ
た
こ
と
も
例
年
通
り
。

た
だ
し
問
題
文
の
内
容
以
外
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
説
明
さ
せ
る
設
問
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
も
の
だ
っ
た
。 

○ 

問
題
文
の
内
容
は
、
近
代
か
ら
現
代
に
か
け
て
の
個
人
と
社
会
の
変
容
を
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
論
じ

た
も
の
だ
っ
た
。
筆
者
の
阪
本
俊
生
は
社
会
学
の
研
究
者
。
入
試
で
は
ほ
と
ん
ど
見
か
け
な
い
名
前
だ
が
、
文
章
の
内
容

そ
の
も
の
は
、
東
大
の
国
語
で
は
お
馴
染
み
の
も
の
だ
っ
た
。
近
代
と
の
対
比
で
現
代
を
論
じ
る
の
は
、
東
大
に
限
ら
ず

入
試
現
代
文
の
王
道
で
あ
る
。
東
大
で
も
二
〇
〇
七
年
度
の
第
一
問
で
出
題
さ
れ
た
浅
沼
圭
司
「
読
書
に
つ
い
て
」
を
は

じ
め
、
し
ば
し
ば
出
題
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
個
人
を
扱
う
文
章
も
よ
く
見
か
け
る
も
の
だ
。
た
と
え
ば
二
〇
〇
四
年
度
の

第
一
問
で
出
題
さ
れ
て
い
る
。
出
典
は
伊
藤
徹
「
柳
宗
悦 

手
と
し
て
の
人
間
」
で
、
現
代
に
お
け
る
個
人
の
解
体
を
論

じ
た
も
の
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
今
年
度
の
第
一
問
は
、
東
大
ら
し
い
現
代
文
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。
東
大
入
試

を
想
定
し
た
問
題
で
、
論
述
答
案
を
作
成
す
る
力
を
く
り
か
え
し
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
し
た
受
験
生
な
ら
、
安
心
し
て
取
り
組

め
る
問
題
だ
っ
た
。 

●
注
目
す
べ
き
小
問 

（
一
） 

「
内
面
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
説
明
さ
せ
る
設
問
。
「
内
面
」
も
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
」
も

難
し
い
言
葉
で
は
な
い
。
わ
ざ
わ
ざ
説
明
し
な
く
て
も
、
わ
か
っ
て
も
ら
え
る
言
葉
だ
。
し
か
し
東
大
は
、
そ
う
し

た
当
た
り
前
の
言
葉
の
意
味
を
、
問
題
文
の
文
脈
を
ふ
ま
え
て
説
明
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
「
内
面
」
の
説
明
は
、

ま
だ
何
と
か
な
る
。
冒
頭
の
一
文
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
「
個
人
の
本
質
が
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
も
の
」
な
ど
と
説

明
可
能
だ
。
加
え
て
傍
線
部
直
前
に
あ
る
「
個
人
の
社
会
的
位
置
づ
け
や
評
価
に
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
て
作
用
し

た
」
と
い
う
箇
所
を
ふ
ま
え
れ
ば
文
句
は
な
い
。
差
が
つ
い
た
の
は
、
お
そ
ら
く
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
」
の
説
明
だ
ろ

う
。
第
二
段
落
に
あ
る
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
た
め
の
防
壁
」
の
説
明
や
第
三
段
落
の
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
意
識
」
の
説

明
を
ふ
ま
え
ら
れ
た
か
ど
う
か
。
さ
ら
に
問
題
文
が
近
代
と
対
比
し
て
現
代
を
論
じ
る
文
章
で
あ
る
こ
と
を
想
起
す

る
な
ら
、
傍
線
部
が
あ
く
ま
で
も
近
代
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
説
明
に
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
筆
者
自
身

は
「
内
面
」
に
「
個
人
の
本
質
が
あ
る
」
と
は
主
張
し
て
い
な
い
こ
と
も
表
現
す
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
設
問
で
点
を

取
る
た
め
に
は
、
問
題
文
全
体
の
構
造
を
視
野
に
入
れ
て
、
説
明
す
べ
き
内
容
を
丁
寧
に
か
つ
簡
潔
に
表
現
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
東
大
ら
し
さ
が
凝
縮
し
た
設
問
だ
っ
た
。 

お
茶
ゼ
ミ
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
の
関
連 

Ｏ
Ｓ
東
大
国
語 

時
間
配
分
の
目
安 

50
／

150
分 

予
想
配
点 
40
／

120
点 

小
問
別
難
易
度 

※
問
題
難
易
度
：
Ｃ
難
問
、
Ｂ
合
否
を
分
け
る
問
題
、
Ａ
正
答
す
べ
き
問
題
、
を
示
す 

（
一
）
Ｂ 

 

（
二
）
Ｂ 

 

（
三
）
Ａ 

 

（
四
）
Ｂ 

 

（
五
）
Ｂ 

 

（
六
）
Ａ 

出
題
形
式 

論
述
式
５
題
、
記
述
式
１
題
（
漢
字
） 

文
章
の
種
類
／
ジ
ャ
ン
ル 

現
代
文
／
評
論 

〔
文
字
数
〕
約
二
七
〇
〇
字 

〔
出
典
〕 

阪
本
俊
生
『
ポ
ス
ト
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
』
（
青
弓
社
、
二
〇
〇
九
年
一
月
） 
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【
第
二
問
】 

●
本
大
問
の
特
徴
・
概
要 

○ 

問
題
文
の
分
量
は
、
昨
年
度
よ
り
も
や
や
増
加
し
た
（
約
三
〇
字
程
度
増
加
し
た
）
。 

○ 

問
題
文
及
び
設
問
の
難
易
度
も
、
ほ
ぼ
昨
年
度
と
同
様
で
あ
っ
た
。
設
問
形
式
も
例
年
通
り
。
現
代
語
訳
と
内
容
説
明

を
論
述
で
答
え
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
。 

○ 

本
年
度
出
題
さ
れ
た
の
は
『
古
今
著
聞
集
』
だ
っ
た
。
説
話
は
、
こ
こ
最
近
の
東
大
の
古
文
で
は
頻
出
の
ジ
ャ
ン
ル
で

あ
る
。
二
〇
〇
三
年
度
と
二
〇
〇
八
年
度
に
は
『
古
本
説
話
集
』
、
二
〇
〇
七
年
度
に
は
『
続
古
事
談
』
が
出
題
さ
れ
て

い
る
。
説
話
を
読
み
解
く
た
め
に
は
奇
を
衒
っ
た
知
識
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
基
礎
的
な
知
識
さ
え
あ
れ
ば
、

説
話
を
読
解
す
る
こ
と
は
可
能
だ
。
説
話
を
出
題
し
続
け
る
こ
と
の
裏
に
は
、
基
礎
力
の
習
得
こ
そ
を
重
視
す
る
東
大
の

一
貫
し
た
姿
勢
を
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
る
。 

○ 

東
大
の
国
語
に
お
い
て
、
第
二
問
の
古
文
は
確
実
に
点
を
積
み
重
ね
な
く
て
は
な
ら
な
い
分
野
だ
。
問
題
文
は
理
解
し

や
す
く
、
単
語
な
ど
も
平
易
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
、
必
ず
し
も
簡
単
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
的
確
な
現
代
語
訳
が
出

て
き
に
く
い
細
部
ま
で
を
問
う
設
問
も
多
々
見
ら
れ
る
。
点
を
取
る
た
め
に
は
、
細
部
ま
で
確
実
に
解
釈
出
来
る
読
解
力

と
、
読
解
し
た
内
容
を
着
実
に
表
現
す
る
論
述
力
が
必
須
な
の
で
あ
る
。
表
面
的
な
読
み
や
す
さ
に
安
心
す
る
の
で
な
く
、

東
大
を
想
定
し
た
問
題
で
く
り
か
え
し
読
解
力
と
論
述
力
を
訓
練
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

●
注
目
す
べ
き
小
問 

（
一
）
オ 

平
易
な
表
現
で
あ
る
か
ら
こ
そ
思
案
し
て
訳
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
設
問
だ
っ
た
。
「
れ
」
が
受
身
で
あ
る
こ

と
に
気
づ
い
た
上
で
、
文
脈
か
ら
「
罪
を
お
こ
な
ふ
」
を
「
処
罰
す
る
」
の
意
で
解
釈
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。 

（
一
）
カ 

形
容
詞
「
～
く
」
＋
「
は
」
の
仮
定
表
現
は
基
本
。
「
ゆ
る
」
と
い
う
語
は
必
ず
し
も
基
本
単
語
で
は
な
い
が
、

「
聴
」
と
い
う
漢
字
か
ら
推
測
す
る
こ
と
も
可
能
だ
。
「
身
の
い
と
ま
」
は
、
捕
っ
た
魚
を
僧
み
ず
か
ら
母
の
も

と
へ
届
け
る
た
め
の
猶
予
の
意
。
「
聴
り
が
た
く
は
、
こ
の
魚
を
母
の
も
と
へ
遣
は
し
て
」
と
続
く
と
こ
ろ
か
ら

判
断
し
、
表
現
を
考
え
る
。
現
代
語
訳
を
問
い
な
が
ら
も
文
脈
を
把
握
す
る
力
も
見
極
め
よ
う
と
す
る
東
大
ら
し

い
現
代
語
訳
の
設
問
だ
っ
た
。 

（
四
） 

罪
科
の
重
大
さ
の
説
明
を
本
文
か
ら
明
確
に
も
っ
て
く
る
。
直
前
の
「
い
は
ん
や
」
と
い
う
表
現
を
見
落
と
さ
ず
、

法
令
に
背
い
た
罪
の
み
な
ら
ず
僧
侶
と
し
て
仏
の
教
え
に
も
背
く
と
い
う
二
重
の
罪
科
を
は
っ
き
り
示
し
、
簡
潔
に

ま
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
難
し
い
問
題
で
は
な
い
が
、
殺
生
禁
断
が
仏
の
教
え
（
僧
侶
の
戒
律
）
で
あ
る
と
い

う
常
識
が
要
求
さ
れ
て
も
い
る
。 

お
茶
ゼ
ミ
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
の
関
連 

Ｏ
Ｓ
東
大
国
語 

時
間
配
分
の
目
安 

30
／

150
分 

予
想
配
点 
30
／

120
点 

小
問
別
難
易
度 

※
問
題
難
易
度
：
Ｃ
難
問
、
Ｂ
合
否
を
分
け
る
問
題
、
Ａ
正
答
す
べ
き
問
題
、
を
示
す 

（
一
）
エ 

Ａ 
 

オ 

Ａ 
 

カ 
Ｂ 

 

（
二
）
Ａ 

 

（
三
）
Ａ 

 

（
四
）
Ａ 

 

（
五
）
Ｂ 

出
題
形
式 

論
述
式
７
題 

文
章
の
種
類
／
ジ
ャ
ン
ル 

古
文
／
説
話 

〔
文
字
数
〕
約
八
六
〇
字 

〔
出
典
〕 
古
今
著
聞
集 
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【
第
三
問
】 

●
本
大
問
の
特
徴
・
概
要 

○ 

問
題
文
の
分
量
は
昨
年
度
よ
り
も
三
二
字
増
だ
が
、
内
容
的
に
は
昨
年
度
よ
り
読
み
や
す
い
だ
ろ
う
。
近
年
の
東
大
の

漢
文
は
短
い
な
が
ら
も
ひ
と
ひ
ね
り
あ
る
展
開
の
文
章
が
多
か
っ
た
の
だ
が
、
本
年
度
は
一
直
線
で
特
に
複
雑
な
と
こ
ろ

も
な
く
、
大
ま
か
な
内
容
は
つ
か
み
や
す
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

○ 

出
題
形
式
は
従
来
ど
お
り
の
記
述
式
で
、
（
一
）
（
二
）
（
四
）
（
五
）
は
解
答
欄
一
行
（
三
〇
～
三
五
字
）
、
（
三
）
は
解

答
欄
一
行
半
（
五
〇
字
前
後
）
。
出
題
内
容
も
従
来
ど
お
り
、
口
語
訳
と
説
明
問
題
ば
か
り
で
、
書
き
下
し
の
設
問
は
な

い
。
昨
年
度
出
題
さ
れ
た
空
欄
問
題
は
姿
を
消
し
た
。 

●
注
目
す
べ
き
小
問 

（
一
） 

「
惜
」
の
意
味
が
ポ
イ
ン
ト
。
こ
こ
で
は
『
大
切
に
す
る
・
か
わ
い
が
る
』
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
。
「
惜
」
に

そ
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
れ
ば
も
ち
ろ
ん
一
番
よ
い
の
だ
が
、
知
ら
な
く
て
も
こ
の
文
脈
で
そ
の

ま
ま
『
惜
し
む
』
と
訳
し
て
は
お
か
し
い
、
と
い
う
こ
と
に
は
気
づ
き
た
い
。 

（
二
） 

送
り
仮
名
省
略
の
問
題
。
東
大
は
返
り
点
を
省
略
す
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
が
、
送
り
仮
名
の
省
略
は
と
き
ど
き
あ

り
、
そ
の
場
合
は
何
か
し
ら
重
要
句
法
・
語
法
を
問
う
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
こ
で
は
文
末
の
「
否
」
が
ポ
イ
ン

ト
。
文
末
の
「
不
・
否
」
は
疑
問
形
の
ひ
と
つ
で
、
「
～
ヤ
い
な
ヤ
」
と
訓
読
し
『
～
か
ど
う
か
』
の
意
を
あ
ら
わ

す
。
私
大
で
も
頻
出
の
句
法
で
あ
る
。 

（
五
） 

こ
れ
も
送
り
仮
名
省
略
の
問
題
だ
が
、
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
は
「
道
」
で
、
下
か
ら
返
っ
て
い
る
以
上
こ
こ
で
は
動

詞
の
用
法
（
「
い
フ
」
と
訓
読
す
る
）
で
あ
る
。
こ
れ
も
そ
の
用
法
を
知
っ
て
い
れ
ば
そ
れ
が
一
番
だ
が
、
知
ら
な

い
場
合
は
熟
語
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。
「
道
」
を
用
い
た
熟
語
で
動
詞
と
し
て
使
う
も
の
、
つ

ま
り
「
道
○
す
る
」
あ
る
い
は
「
○
道
す
る
」
と
い
う
形
で
使
え
る
も
の
が
何
か
な
い
か
。
そ
こ
で
「
報
道
す
る
」

を
思
い
浮
か
べ
ら
れ
れ
ば
、
こ
の
「
道
」
は
『
伝
え
る
』
と
い
う
よ
う
な
意
味
だ
ろ
う
、
と
わ
か
る
。
も
う
ひ
と
つ

の
ポ
イ
ン
ト
は
文
末
処
理
で
、
こ
の
傍
線
部
が
傍
線
部
ｄ
の
仮
定
条
件
（
若も

し
見
ゆ
る
時
あ
れ
ば
）
を
受
け
て
い
る

こ
と
に
注
意
。
仮
定
条
件
は
「
実
現
し
て
い
な
い
こ
と
」
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
受
け
る
文
末
も
「
実

現
し
て
い
な
い
こ
と
」
を
述
べ
る
推
量
・
意
志
・
命
令
な
ど
の
表
現
に
な
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
『
あ

な
た
が
段
さ
ん
に
会
っ
た
ら
』
に
つ
づ
く
箇
所
な
の
だ
か
ら
、
『
～
と
伝
え
て
く
れ
』
の
よ
う
に
命
令
形
に
す
る
の

が
よ
い
。 

お
茶
ゼ
ミ
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
の
関
連 

Ｏ
Ｓ
東
大
国
語 

時
間
配
分
の
目
安 

30
／

150
分 

予
想
配
点 
30
／

120
点 

小
問
別
難
易
度 

※
問
題
難
易
度
：
Ｃ
難
問
、
Ｂ
合
否
を
分
け
る
問
題
、
Ａ
正
答
す
べ
き
問
題
、
を
示
す 

（
一
）
Ｂ 

 

（
二
）
Ｂ 

 

（
三
）
Ａ 

 

（
四
）
Ａ 

 

（
五
）
Ｂ 

出
題
形
式 

論
述
式
５
題 

文
章
の
種
類
／
ジ
ャ
ン
ル 

漢
文
／
逸
話 

〔
文
字
数
〕
一
七
六
字 

〔
出
典
〕 
文
瑩
『
玉
壺
清
話
』 
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【
第
四
問
】 

  

予
想
配
点 
20
／

120
点 

時
間
配
分
の
目
安 

35
／

150
分 

         

●
本
大
問
の
特
徴
・
概
要 

○ 

問
題
文
の
分
量
・
難
易
度
と
も
に
昨
年
度
並
み
だ
っ
た
。 

○ 

二
〇
〇
〇
年
度
以
降
の
形
式
が
踏
襲
さ
れ
た
問
題
だ
っ
た
。
傍
線
部
の
内
容
・
理
由
の
説
明
を
二
行
の
解
答
欄
に
ま
と

め
さ
せ
る
設
問
が
四
題
。
字
数
制
限
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
解
答
欄
の
大
き
さ
に
鑑
み
る
と
、
説
明
は
長
く
て

も
六
十
五
字
前
後
に
お
さ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
簡
潔
に
説
明
し
う
る
表
現
力
が
求
め
ら
れ
る
。 

○ 

問
題
文
の
筆
者
で
あ
る
小
野
十
三
郎
は
詩
人
。
詩
人
が
書
い
た
エ
ッ
セ
イ
は
、
東
大
の
第
四
問
で
は
頻
出
の
も
の
だ
。

二
〇
〇
七
年
度
の
清
岡
卓
行
「
手
の
変
幻
」
、
二
〇
〇
五
年
度
の
小
池
昌
代
「
背
・
背
な
か
・
背
後
」
、
二
〇
〇
三
年
度
の

篠
原
資
明
「
言
の
葉
の
交
通
論
」
、
二
〇
〇
〇
年
度
の
三
木
卓
「
海
辺
の
博
武
官
」
と
定
期
的
に
出
題
さ
れ
続
け
て
い
る
。 

○ 

問
題
文
は
、
詩
人
と
読
者
の
想
像
力
を
扱
い
つ
つ
、
現
代
詩
と
は
何
か
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
問
の
現
代
文
に

比
べ
る
と
第
四
問
で
は
随
筆
色
の
強
い
文
章
が
出
題
さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
受
験
生
の
中
に
は
「
感
性
」
や
「
感
受
性
」

で
「
感
覚
的
」
に
文
章
を
読
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
勘
違
い
し
て
い
る
者
が
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
文
章
を
読
む
上
で
そ

う
し
た
力
も
重
要
だ
。
し
か
し
設
問
を
解
い
て
い
く
た
め
に
ま
ず
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
第
四
問
に
お
い
て
も
、
論
理
展

開
を
構
造
的
に
把
捉
す
る
力
な
の
で
あ
る
。
今
年
度
の
問
題
で
も
、
設
問
は
意
味
段
落
の
展
開
に
則
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
。

（
一
）
で
は
詩
人
の
想
像
力
、
（
二
）
で
は
読
者
の
想
像
力
、
（
三
）
で
は
詩
人
の
想
像
力
と
そ
れ
を
受
け
止
め
る
読
者
の

関
係
、
（
四
）
で
は
詩
人
と
読
者
の
想
像
力
の
「
質
的
な
核
」
が
問
わ
れ
て
い
る
。
問
題
文
の
論
旨
に
即
し
て
、
こ
こ
ぞ

と
い
う
急
所
に
傍
線
が
付
さ
れ
て
い
る
。
第
四
問
の
現
代
文
を
解
い
て
い
く
上
で
肝
要
な
の
は
、
底
流
す
る
論
理
展
開
を

捉
え
た
上
で
、
傍
線
の
内
容
や
理
由
を
簡
潔
に
説
明
す
る
力
な
の
で
あ
る
。 

 

●
注
目
す
べ
き
小
問 

（
四
） 

最
終
段
落
に
あ
る
「
そ
の
現
実
の
中
で
の
経
験
の
質
的
な
核
を
破
壊
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
箇
所
の
理

由
を
説
明
さ
せ
る
問
題
。
傍
線
部
の
後
に
あ
る
「
ど
の
よ
う
な
詩
人
の
持
っ
て
い
る
想
像
力
も
…
い
つ
い
か
な
る
場

合
に
お
い
て
も
現
実
を
ふ
ま
え
…
生
活
を
ひ
き
ず
っ
て
い
る
」
と
い
う
箇
所
に
気
づ
け
ば
、
「
想
像
力
は
ど
の
よ
う

な
場
合
で
も
現
実
の
生
活
で
経
験
し
た
も
の
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
し
か
な
い
か
ら
」
と
い
っ
た
説
明
は
簡
単
に
で
き

る
は
ず
だ
。
注
意
す
べ
き
は
、
傍
線
部
の
前
の
行
、
最
終
段
落
の
冒
頭
に
「
こ
こ
に
お
い
て
、
再
び
問
題
に
な
っ
て

く
る
の
は
経
験
で
あ
る
」
と
あ
る
こ
と
だ
。
つ
ま
り
最
終
段
落
は
、
前
段
落
の
末
尾
で
記
さ
れ
て
い
た
「
読
者
の
側
」

の
「
想
像
力
」
を
ふ
ま
え
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
解
答
を
作
成
す
る
際
に
は
、
詩
人
だ
け

で
な
く
読
者
の
想
像
力
も
ふ
ま
え
た
説
明
を
心
が
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
問
題
文
全
体
の
論
旨
に
注
意
し
て
い
れ

ば
、
筆
者
が
最
終
段
落
で
詩
人
だ
け
を
問
題
に
す
る
わ
け
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
気
づ
け
る
は
ず
な
の
だ
が
、
な

か
な
か
難
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
論
理
展
開
を
把
握
す
る
力
を
ど
こ
ま
で
鍛
え
て
い
た
か
、
そ
れ
が
勝
負
の
分
か

れ
目
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

お
茶
ゼ
ミ
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
の
関
連 

Ｏ
Ｓ
東
大
国
語 

小
問
別
難
易
度 

※
問
題
難
易
度
：
Ｃ
難
問
、
Ｂ
合
否
を
分
け
る
問
題
、
Ａ
正
答
す
べ
き
問
題
、
を
示
す 

（
一
）
Ａ 

 

（
二
）
Ｂ 

 

（
三
）
Ｂ 

 

（
四
）
Ｂ 

出
題
形
式 

論
述
式
４
題 

文
章
の
種
類
／
ジ
ャ
ン
ル 

現
代
文
／ 

評
論
・
随
筆 

〔
出
典
〕 
小
野
十
三
郎
「
想
像
力
」
（
『
詩
論
＋
続
詩
論
＋
想
像
力
』
所
収
、
思
潮
社
・
二
〇
〇
八
年
十
月
） 

〔
文
字
数
〕
約
二
〇
〇
〇
字 
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