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【
問
題
】 

 
 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
（
設
問
の
関
係
で
、
一
部
本
文
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
） 

 

『
万
葉
集
』
と
『
古
今
集
』
と
の
歌
風
の
相
違
に
つ
い
て
は
す
で
に
十
分
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
と
思
う
。
こ
こ
に
は
そ
の
相
違
を
通

じ
て
現
わ
れ
た
１

心
の
相
違
を
問
題
に
す
る
。
そ
れ
を
追
究
し
て
行
け
ば
、
何
ゆ
え
に
『
万
葉
』
の
時
代
が
純
粋
に
叙
情
詩
の
時
代
で
あ

り
、
何
ゆ
え
に
古
今
の
時
代
が
物
語
文
芸
へ
の
過
渡
の
時
代
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
も
解
き
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

 
 

 

ま
ず
初
め
に
歌
に
現
わ
さ
れ
た
感
情
の
相
違
に
つ
い
て
観
察
す
る
。 

範
囲
を
狭
く
「
春
」
に
限
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
相
違
は
き
わ
め
て
明
白
で
あ
る
。
『
古
今
集
』
の
巻
頭
に
置
か
れ
た
あ
の
有
名

な
、 

 

年
の
内
に
春
は
来
に
け
り
一
年

ひ
と
と
せ

を
去
年

こ

ぞ

と
や
言
は
む
今
年

こ

と

し

と
や
言
は
む 

 

の
歌
は
、〔
中
略
〕『
古
今
集
』
の
歌
の
一
つ
の
特
性
を
拡
大
し
て
見
せ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
こ
こ
に
歌
わ
れ
て
い
る
「
春
」

が
、
直
観
的
な
自
然
の
姿
で
は
な
く
し
て
暦
の
上
の
春
で
あ
り
、
歌
の
動
機
が
暦・

の・

知・

識・

の
上
の
遊
戯
に
過
ぎ
ぬ
と
い
う
点
に
看
取

さ
れ
る
。
も
と
よ
り
叙
情
詩
に
歌
わ
れ
る
春
は
必
ず
し
も
直
観
的
な
自
然
の
姿
で
な
く
と
も
よ
い
。
暦
の
上
の
春
で
も
そ
れ
が
詠
嘆

さ
る
べ
き
感
情
を
伴
な
っ
て
い
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。
た
と
え
ば
少
年
の
心
が
、
一
夜
明
け
て
新
し
い
年
に
な
る
と
い
う
あ
の
急
激
な

変
化
に
対
し
て
抱
く
強
い
驚
異
の
念
、
あ
る
い
は
暦
の
上
の
春
が
単
な
る
人
為
的
の
区
分
で
な
く
し
て
何
ら
か
実
体
を
持
っ
た
も
の

の
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
、
あ
た
か
も
自
然
が
暦
の
魔
力
に
支
配
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
あ
の
不
思
議
な
季
節
循
環
の
感
じ
。
そ
れ
ら

は
確
か
に
強
い
詠
嘆
に
価
す
る
。
総
じ
て
暦
な
る
も
の
が
、
季
節
の
循
環
と
天
体
の
運
行
と
の
不
思
議
な
関
係
か
ら
生
ま
れ
た
も
の

で
あ
る
以
上
、
暦
の
知
識
の
上
に
宇
宙
の
深
い
理
法
へ
の
測
る
べ
か
ら
ざ
る
驚
異
の
感
情
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
難
い
。

し
か
し
右
の
歌
は
こ
の
驚
異
の
情
と
何
の
関
す
る
と
こ
ろ
も
な
い
。
季
節
循
環
の
不
思
議
さ
に
対
し
て
は
も
は
や
何
ら
の
感
情
を
も

抱
く
こ
と
の
で
き
な
く
な
っ
た
心
が
、
た
だ
立
春
の
日
と
新
年
と
の
食
い
違
い
を
捕
え
て
洒
落
を
言
っ
た
に
過
ぎ
ぬ
。
そ
れ
は
詠
嘆

で
は
な
い
。
「 

 

Ａ 
 

」
と
し
て
言こ

と

の
葉は

に
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
歌
で
は
な
い
。 

 
 

 

こ
れ
は
特
に
は
な
は
だ
し
い
例
で
あ
る
。
し
か
し
『
古
今
集
』
の
春
の
歌
に
は
す
べ
て
多
少
と
も
に
こ
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
と
思

う
。
こ
こ
に
『
万
葉
集
』
の
春
の
歌
と
の
第
一
の
著
し
い
相
違
が
あ
る
。
『
万
葉
集
』
の
歌
は
常
に
直
観
的
な
自
然
の
姿
を
詠
嘆
し
、

そ
う
し
て
そ
の
詠
嘆
に
終
始
す
る
が
、
し
か
し
『
古
今
集
』
の
歌
は
そ
の
詠
嘆
を
何
ら
か
知
識
的
な
遊
戯
の
框わ

く

に
は
め
込
ま
な
け
れ

ば
承
知
し
な
い
。
春
の
初
を
詠
じ
た
二
、
三
の
歌
を
比
較
し
て
み
る
と
、
『
古
今
集
』
で
は
、 

  

袖
ひ
ぢ
て
む
す
び
し
水
の
氷
れ
る
を
春
立
つ
今
日
の
風
や
と
く
ら
む 

 

（
貫
之
、
春
上
） 

春
が
す
み
立
て
る
や
い
づ
こ
み
よ
し
の
の
よ
し
の
の
山
に
雪
は
ふ
り
つ
つ 

 

（
読
人
知
ら
ず
、
春
上
） 

雪
の
う
ち
に
春
は
き
に
け
り
う
ぐ
ひ
す
の
氷
れ
る
涙
い
ま
や
と
く
ら
む 

 

（
読
人
知
ら
ず
、
春
上
） 
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の
ご
と
き
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
「 

Ｂ 

」
と
い
う
暦
の
知
識
を
軸
と
し
て
回
転
す
る
歌
で
あ
る
。
今
日
は
立
春
の
日
だ
か

ら
、
あ
の
思
い
出
の
あ
る
水
の
氷
っ
て
い
る
の
を
、
春
の
風
が
と
か
し
て
く
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
も
う
春
に
な
っ
た
か
ら
春
霞
が
立

っ
て
い
る
は
ず
だ
、
が
、
ど
こ
に
立
っ
て
い
る
か
、
山
に
は
ま
だ
雪
が
降
っ
て
い
る
。
ま
だ
雪
は
降
っ
て
い
る
が
、
も
う
春
に
な
っ

た
の
だ
か
ら
鶯
は
喜
ぶ
だ
ろ
う
。
明
ら
か
に
こ
れ
ら
の
歌
は
、
直
観
的
に
春
の
到
来
を
認
め
た
も
の
で
な
い
。
水
は
氷
っ
て
い
る
が
、

し
か
し
陽
気
は
ぬ
る
ん
で
い
る
と
か
、
雪
は
降
っ
て
い
る
が
し
か
し
も
う
春
め
い
て
来
た
と
か
、
と
い
う
ご
と
き
詠
嘆
で
は
な
い
。

光
景
は
冬・

で
あ
る
、
が
、
暦
の
上
で
は
春・

が
立
っ
た
、
そ
の
直
観
的
な
ら
ぬ
春
を
彼
ら
は
歌
う
の
で
あ
る
。
『
万
葉
』
の
歌
は
こ
の

よ
う
な
場
合
に
全
然
反
対
に
出
る
。 

 

わ
が
せ
こ
に
見
せ
む
と
念
ひ
し
梅
の
花
そ
れ
と
も
見
え
ず
雪
の
ふ
れ
れ
ば 

あ
す
よ
り
は
若
菜
つ
ま
む
と
し
め
し
野
に
昨
日
も
今
日
も
雪
は
ふ
り
つ
つ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
以
上
二
首
、
赤
人
、
巻
八
） 

 

こ
こ
に
は
す
で
に
到
来
し
た
春
が
冬
に
よ
っ
て
引
き
と
め
ら
れ
て
い
る
光
景
の
詠
嘆
が
あ
る
。
す
で
に
梅
の
花
は
咲
き
ほ
こ
ろ
び

た
、
若
菜
は
萌
え
出
た
、
が
、
そ
の
春
の
歓
び
が
雪
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
る
。
い
か
に
明
ら
か
に
春
が
始
ま
っ
て
い
る
に
も
し
ろ
、

雪
は
依
然
と
し
て
冬
の
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
の
、
春
を
覆
う
雪
を
冬・

と・

し・

て・

そ
の
ま
ま
に
受
け
取
る
こ
と
の
た
め
に
、
歌
人

の
春
に
対
す
る
愛
が
一
層
強
く
響
き
出
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
歌
人
は
、
た
だ
実
感
に
の
み
即
す
る
が
ゆ
え
に
、
『
古
今
』

の
歌
人
と
反
対
の
感
じ
方
を
し
た
と
言
え
る
。
な
お
ま
た
こ
の
こ
と
は
、 

 

時
は
い
ま
は
春
に
な
り
ぬ
と
み
雪
ふ
る
遠
き
山
べ
に
霞
た
な
び
く 

 

（
中
臣
武
良
自
、
巻
八
） 

う
ち
き
ら
し
雪
は
ふ
り
つ
つ
し
か
す
が
に
吾
宅

わ

ぎ

へ

の
園
に
鶯
な
く
も 
 

（
家
持
、
巻
八
） 

 

の
ご
と
き
に
つ
い
て
も
明
白
に
言
え
る
。
光
景
は
冬
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
す
で
に
春
が
到
来
し
て
い
る
。
「
春
に
な
っ
た
か

ら
も
う
霞
が
立
つ
は
ず
だ
の
に
、
雪
が
降
っ
て
い
る
」
で
は
な
く
し
て
、
「
山
に
は
雪
が
あ
る
の
に
も
う
そ
こ
に
は
霞
が
た
な
び
い

て
い
る
、
春
に
な
っ
た
の
だ
」
で
あ
る
。
「
雪
は
降
っ
て
い
て
も
春
が
立
っ
た
の
だ
か
ら
鶯
は
喜
ぶ
だ
ろ
う
」
で
は
な
く
し
て
、
「
雪

は
降
っ
て
い
て
も
も
う
鶯
が
鳴
い
て
い
る
、
春
が
来
た
の
だ
」
で
あ
る
。
春
の
実
感
と
暦
の
知
識
と
が
全
然
位
置
を
替
え
る
の
で
あ

る
。 

 
 

 

も
と
よ
り
『
古
今
集
』
の
歌
は
、
右
の
引
例
の
ご
と
き
単
純
な
も
の
の
み
で
は
な
い
。
し
か
し
２

そ
の
複
雑
性
は
、
直
観
を
は
め
こ
む
知

識
の
框
が
一
層
複
雑
に
な
る
と
い
う
に
過
ぎ
ぬ
。
た
と
え
ば
、 

  

春
や
と
き
花
や
お
そ
き
と
聞
き
わ
か
む
鶯
だ
に
も
鳴
か
ず
も
あ
る
か
な 

 

（
藤
原
言
直
、
春
上
） 

木
伝
へ
ば
お
の
が
羽
風
に
散
る
花
を
誰
に
お
ほ
せ
て
こ
ゝ
ら
鳴
く
ら
む 

 

（
素
性
、
春
下
） 
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の
ご
と
き
歌
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
鳥
の
音こ

え

、
散
る
花
な
ど
の
印
象
が
、
単
に
暦
の
知
識
と
い
う
以
上
に
複
雑
な
連
想
に
よ
っ
て
、
屈

曲
さ
れ
つ
つ
現
わ
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
の
歌
は
、
「
春
が
来
て
も
ま
だ
花
が
咲
か
ぬ
、
春
が
早
く
来
過
ぎ
た
の
か
、
花
が
遅
れ

た
の
か
、
鶯
が
鳴
け
ば
そ
れ
を
き
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
鶯
さ
え
も
鳴
か
な
い
」
と
い
う
詠
嘆
で
あ
っ
て
、
「
春
が
来

た
と
は
い
う
が
、
鶯
が
鳴
か
ぬ
限
り
そ
う
い
う
気
持
ち
に
は
な
れ
ぬ
」
と
か
、
「
谷
か
ら
鳴
き
出
て
く
る
鶯
の
声
が
な
く
ば
誰
も
春

に
は
気
づ
く
ま
い
」
と
か
い
う
意
味
の
歌
と
と
も
に
、
鶯
の
鳴
く
音
の
歓
ば
し
い
感
じ
を
根
本
の
動
機
と
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
が

な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
歌
人
は
、
そ
の
感
じ
に
深
く
浸
り
入
ろ
う
と
は
し
な
い
で
、
む
し
ろ
そ
れ
を
内
容
の
確
定
し
た
概
念
の
ご

と
く
に
取
り
扱
い
、
「
春
」
と
い
う
概
念
と
の
結
合
関
係
の
う
ち
に
主
た
る
関
心
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
従
っ
て
鶯
の
声

の
内
に
春
を
感
ず
る
と
い
う
よ
り
も
、
鶯
に
お
い
て
春
を
考
え
る
の
で
あ
る
。 

（
和
辻
哲
郎
「
『
万
葉
集
』
の
歌
と
『
古
今
集
』
の
歌
と
の
相
違
に
つ
い
て
」
『
日
本
精
神
史
研
究
』
） 

   
 

 

 

問
一
、
文
中
の
空
欄
部
Ａ
に
は
、
『
古
今
集
』
の
「
仮
名
序
」
に
あ
る
有
名
な
語
句
が
入
る
。
そ
の
語
句
を
、 

五
文
字
程
度
で
記
せ
。 

  
 

問
二
、
文
中
の
空
欄
Ｂ
に
入
る
語
句
を
本
文
の
内
容
か
ら
考
え
て
、
二
～
四
文
字
で
記
せ
。 

  
 

問
三
、
文
中
の
傍
線
部
１
「
心
の
相
違
」
に
つ
い
て
、
本
文
の
内
容
に
即
し
て
説
明
し
な
さ
い
。 

  
 

問
四
、
文
中
の
傍
線
部
２
の
内
容
を
、
本
文
に
即
し
て
具
体
的
に
説
明
し
な
さ
い
。    
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