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一 般 入 学 試 験 問 題 
 

 

国  語 

 

 

（60 分） 
 

（100 点） 

 

 

 

注 意 事 項 
 

１． 試験開始の指示があるまで，この問題冊子の中を見てはいけません。 

２． 国語・英語のいずれか 1教科を選択し，解答しなさい。 

３． 問題冊子の印刷不鮮明，ページの落丁・乱丁等がある場合は，手を

挙げて試験監督者に知らせなさい。 

４． 筆記用具は，黒鉛筆または黒のシャープペンシルに限ります。 

５． 解答用紙に受験番号を記入しなさい。 

６． 解答は，必ず解答用紙の指定された箇所に記入しなさい。 

７． 試験終了後，問題冊子は持ち帰りなさい。 

 

  前期（２月１日）用  
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国語 

 

第
1
問 

次
の
⑴
～
⑸
の
傍
線
を
引
い
た
カ
タ
カ
ナ
の
部
分
を
漢
字
に
直
し
、
解
答
欄
に
記
せ
。
（
配
点 

10
） 

  
⑴ 

ジ
ョ
ウ
セ
キ
通
り
に
物
事
を
進
め
る
。 

 
 
 

 

⑵ 

食
品
テ
ン
カ
物
の
少
な
い
商
品
を
選
ぶ
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

⑶ 
ス
ル
ド
い
質
問
を
受
け
返
事
に
窮
す
る
。 

     

⑷ 

実
家
に
帰
っ
て
家
業
を
ツ
ぐ
。 

 

 

⑸ 

生
活
は
質
素
ケ
ン
ヤ
ク
を
旨
と
す
る
。 

 

第
2
問 

次
の
⑴
～
⑸
の
傍
線
を
引
い
た
カ
タ
カ
ナ
の
部
分
を
あ
ら
わ
す
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
～
エ
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、

そ
の
記
号
を
解
答
欄
に
記
せ
。
（
配
点 

5
） 

  

⑴ 

巨
大
組
織
の
イ
コ
ウ
を
笠
に
着
る
。 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ア 

移
行 

 
 

イ 

意
向 

 
 

ウ 

遺
構 

 
 

エ 

威
光 

 
 

 

⑵ 

車
窓
の
景
色
が
目
に
ト
ま
る
。 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ア 

止 
 

 
 

イ 

留 
 

 
 

ウ 

泊 
 

 
 

エ 

停 

 

⑶ 

厳
戒
タ
イ
セ
イ
で
警
備
に
当
た
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ア 

態
勢 

 
 

イ 

体
勢 

 
 

ウ 

大
盛 

 
 

エ 

大
勢 

 
 

 

⑷ 

シ
ン
キ
を
一
転
さ
せ
て
練
習
に
励
む
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

ア 

心
気 

 
 

イ 

新
規 

 
 

ウ 

心
機 

 
 

エ 

新
期 

 
 

 

⑸ 

野
菜
の
販
売
を
セ
イ
ギ
ョ
ウ
と
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

ア 

正
業 

 
 

イ 

成
業 

 
 

ウ 

生
業 

 
 

エ 

盛
業 

 
 

 

第
3
問 

次
の
⑴
～
⑸
の 

 
 

  

に
入
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
～
ウ
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
解
答
欄
に
記
せ
。

（
配
点 

5
） 

 

 

⑴ 

人
通
り
が
増
え
て
店
が 

 
 
 

 

す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

ア 
繁
茂 

 
 

イ 

繁
栄 

 
 

ウ 

繁
盛 

 
 

⑵ 
 
 

 
 
 

せ
ぬ
事
件
に
一
同
う
ろ
た
え
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

ア 

予
見 

 
 

イ 

予
期 

 
 

ウ 

予
断 

 
 

⑶ 
 

こ
の
レ
ス
ト
ラ
ン
は 

 
 
 

 

あ
る
メ
ニ
ュ
ー
で
有
名
だ
。 

ア 

特
色 

 
 

イ 

特
性 

 
 

ウ 

特
質 
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国語 

⑷ 
 

調
査
は 

 
 

 
 

な
計
画
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
。 

 
 

 
 

 

ア 

精
密 

 
 
 

イ 

綿
密 

 
 

ウ 

精
巧 

⑸ 
 

事
務
所
を
新
社
屋
に 

 
 

 
 

す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

ア 

移
駐 
 

 

イ 

転
居 

 
 

ウ 

移
転 

 

 
第
4
問 

次
の
⑴
～
⑷
の
傍
線
部
の
読
み
方
を
解
答
欄
に
記
せ
。
（
配
点 

8
） 

 
 

⑴ 

こ
の
観
光
地
の
目
玉
は
風
情
の
あ
る
景
色
だ
。 

 
 

 
 

 
 

⑵ 

若
者
に
人
気
の
あ
っ
た
歌
手
が
事
故
で
夭
逝
し
て
し
ま
っ
た
。 

⑶ 

今
回
の
不
祥
事
は
大
臣
の
更
迭
問
題
に
ま
で
発
展
し
た
。 

 
 

⑷ 

長
旅
お
疲
れ
様
で
し
た
。
今
日
は
ゆ
っ
く
り
寛
い
で
く
だ
さ
い
。 

 

第
5
問 

次
の
⑴
～
⑸
の
四
字
熟
語
の 

 
 

 
 

に
入
る
漢
字
二
字
を
選
択
肢
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
解
答
欄
に
記
せ
。
（
配
点 

5
） 

 

⑴ 

君
子 

 
 

 
 

●
⑵ 

故
事 

 
 

 
 

●
⑶ 

朝
三 

 
 

 
 

●
⑷ 

月
下 

 
 

 
 

●
⑸ 

疑
心 

 
 

 
 

● 

  

   

第
6
問 

次
の
⑴
～
⑸
の 

 
 

 
 

に
入
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
～
エ
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
解
答
欄
に
記
せ
。

（
配
点 

5
） 

 

 

⑴ 

雨
後
の 

 
 

 
 

の
よ
う
に
、
コ
ン
ビ
ニ
が
次
々
に
で
き
た
よ
。  

 
 

 
 

ア 

大
根 

 

イ 

筍 
 

 

ウ 

楠 
 

 

エ 

朝
顔 

⑵ 

う
わ
さ
を
す
れ
ば 

 
 

 
 

が
さ
す
。
人
の
悪
口
は
言
う
な
。 

 
 

ア 

日 
 

 

イ 

針 
 

 

ウ 

魔 
 

 

エ 

影 
 

⑶ 

彼
女
は
物
静
か
だ
が
、 

 
 

 

の
下
の
力
持
ち
と
い
う
感
じ
だ
ね
。 

 

ア 
園 

 
 

イ 

円 
 

 

ウ 

炎 
 

 

エ 

縁 

暮 
 

氷 
 

鬼 
 

来 
 

四 
 

人 
 

変 
 

歴 
 

豹 
 

暗 
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国語 

 

⑷ 

芸
は 

 
 

 
 

を
助
く
と
い
う
か
ら
、
趣
味
も
捨
て
た
も
の
じ
ゃ
な
い
。 

 

ア 

人 
 

 

イ 

身 
 

 

ウ 

家
業 

 

エ 

仕
事 

⑸ 
 

 
 

の
面
に
水
で
、
ど
ん
な
に
叱
ら
れ
て
も
平
然
と
し
て
い
る
。 

 

ア 

蛙 
 

 

イ 

鯰 
 

 

ウ 

河
童 

 

エ 

猿 

 第
7
問 

次
の
⑴
～
⑸
の
二
つ
の
熟
語
が
類
義
語
の
関
係
に
な
る
よ
う
、
空
欄 

 
 

 

に
入
る
漢
字
一
字
を
解
答
欄
に
記
せ
。
（
配
点 

5
） 

 
 

⑴ 

関
心 
― 

 
 

 

味 
 

⑵ 
 

 
 

持 

― 

賛
成 

 

⑶ 

善
意 

― 
 

 
 

切 
 

⑷ 

理
解 

― 

納 
 

 
 

 

⑸ 

便 
 

 
 

― 

重
宝 

 

第
8
問 

動
詞
の
持
つ
い
く
つ
か
の
文
型
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
名
詞
と
結
び
つ
く
か
、
具
体
例
を
挙
げ
て
説
明
し
た
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
本

文
の
内
容
と
対
応
す
る
表
の
空
欄 

 

Ａ 
 

～ 
 

Ｄ 
 

に
あ
て
は
ま
る
動
詞
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
ア
〜
エ
か
ら

一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
解
答
欄
に
記
せ
。
た
だ
し
、
出
題
の
都
合
上
、
文
章
を
一
部
変
更
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
（
配
点 

3
） 

  

あ
る
範
囲
の
場
所
が
何
か
で
充
満
す
る
と
き
、
例
え
ば
活
気
で
社
会
が
充
満
す
る
様
を
表
現
す
る
の
に
、
日
本
語
に
は
二
様
の
表
現
が
用
意
さ
れ
て

い
る
。 

・
社
会
が
活
気
に
あ
ふ
れ
る
／
活
気
が
社
会
に
あ
ふ
れ
る
。 

・
場
内
が
熱
気
に
あ
ふ
れ
る
／
熱
気
が
場
内
に
あ
ふ
れ
る
。 

 

「
～
に
あ
ふ
れ
る
。
」
の
ほ
う
は
「
～
で
あ
ふ
れ
る
。
」
と
も
言
え
る
。「
活
気
」
や
「
熱
気
」
の
よ
う
な
事
柄
は
ニ
格
（
注
１
）
で
「
～
に
あ
ふ
れ
る
。
」

と
言
え
る
の
だ
が
、
具
体
的
な
モ
ノ
名
詞
で
は
そ
う
は
い
か
な
い
。「
物
が
戸
棚
に
あ
ふ
れ
る
。
」
を
「
戸
棚
が
物
に
あ
ふ
れ
る
。
」
と
は
言
え
な
い
。「
戸

棚
が
物
で
あ
ふ
れ
る
。
」
と
デ
格
（
注
２
）
と
な
る
。
物
や
人
は
「
抽
出

ひ

き

だ

し

は
た
く
さ
ん
の
物
で
い
っ
ぱ
い
だ
。
」「
倉
庫
は
在
庫
の
山
で
足
の
踏
み
場
も
な
い
。
」

「
車
内
は
お
お
ぜ
い
の
人
で
身
動
き
も
出
来
な
い
。
」
の
よ
う
に
、
皆
デ
格
で
共
通
し
て
い
る
。
具
体
的
な
物
の
存
在
「
～
が
あ
っ
て
／
～
が
い
て
」
の

意
識
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
「
活
気
に
あ
ふ
れ
る
」
の
よ
う
な
場
面
の
雰
囲
気
で
は
、
存
在
意
識
よ
り
「
～
に
よ
っ
て
」
の
意
識
が
強
い
た
め
と
思
わ
れ
る
。 

さ
て
、
こ
の
「
あ
ふ
れ
る
」
は
、
「
教
室
が
活
気
に
満
ち
て
い
る
／
活
気
が
教
室
に
満
ち
て
い
る
。
」
の
よ
う
に
、
「
満
ち
る
」
で
も
同
様
の
言
い
換
え

20190201
3



 
 
 

国語 

が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、「
車
内
は
お
お
ぜ
い
の
人
で
満
ち
て
い
る
。
」
と
か
「
お
お
ぜ
い
の
人
が
車
内
に
満
ち
て
い
る
。
」
は
、
か
な
り
言
い
づ
ら
い
。

物
も
「
物
が
戸
棚
に
満
ち
て
い
る
。
」
で
は
、
認
め
る
人
が
ぐ
っ
と
少
な
く
な
る
だ
ろ
う
。「
ガ
ス
が
タ
ン
ク
に
満
ち
て
い
る
。
」
な
ら
、
ま
ず
合
格
点
だ
。

人
数
や
個
数
と
い
っ
た
数
量
体
で
は
な
く
、
水
や
ガ
ス
な
ど
い
わ
ゆ
る
流
体
が
充
満
す
る
状
況
に
ぴ
っ
た
り
の
語
な
の
だ
。 

 

閉
じ
た
空
間
「
教
室
に
活
気
が
あ
ふ
れ
る
。
」
な
ら
可
能
で
も
、
開
か
れ
た
空
間
「
コ
ッ
プ
に
ビ
ー
ル
が
あ
ふ
れ
る
。
」
は
、
い
か
に
も
不
自
然
だ
。「
コ

ッ
プ
か
ら
ビ
ー
ル
が
あ
ふ
れ
る
。
」
と
、
次
の
段
階
「
こ
ぼ
れ
る
」
へ
と
意
味
が
移
行
し
、
ニ
格
か
ら
カ
ラ
格
（
注
３
）
へ
と
文
型
も
同
時
に
移
行
し
て
い

く
。
意
味
と
文
型
と
の
相
互
関
係
が
見
え
て
、
い
か
に
も
面
白
い
。 

（
出
典 

森
田
良
行
著
『
話
者
の
視
点
が
つ
く
る
日
本
語
』
ひ
つ
じ
書
房
） 

（
注
１
）
ニ
格
…
名
詞
に
格
助
詞
の
「
に
」
が
接
続
し
て
述
語
と
の
関
係
を
示
す
補
語
の
こ
と
を
い
う
。 

（
注
２
）
デ
格
…
名
詞
に
格
助
詞
の
「
で
」
が
接
続
し
て
述
語
と
の
関
係
を
示
す
補
語
の
こ
と
を
い
う
。 

（
注
３
）
カ
ラ
格
…
名
詞
に
格
助
詞
の
「
か
ら
」
が
接
続
し
て
述
語
と
の
関
係
を
示
す
補
語
の
こ
と
を
い
う
。 

 

【
動
詞
と
名
詞
の
対
応
表
】
（
○
は
結
び
つ
き
の
強
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
）  

 

ア 

Ａ 

あ
ふ
れ
る 

Ｂ 

こ
ぼ
れ
る 

Ｃ 

満
ち
る 

 

Ｄ 

充
満
す
る 

イ 

Ａ 

充
満
す
る 

Ｂ 

あ
ふ
れ
る 

Ｃ 

こ
ぼ
れ
る 

Ｄ 

満
ち
る 

 
 

ウ 

Ａ 

満
ち
る 

 

Ｂ 

充
満
す
る 

Ｃ 

あ
ふ
れ
る 

Ｄ 

こ
ぼ
れ
る 

 
 

エ 

Ａ 

こ
ぼ
れ
る 

Ｂ 

満
ち
る 

 

Ｃ 

充
満
す
る 

Ｄ 

あ
ふ
れ
る 

  

 

活
気 

ガ
ス 

水 

(

お
お
ぜ
い
の)

人 

 

○ ○ ○ 

 

 

Ａ 
 

 ○ 

  

 

Ｂ 
 

○ 

 ○ ○ 

 

Ｃ 
 

  ○ 

 

 

Ｄ 
 

動
詞 

名
詞 
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第
9
問 

最
後
に
示
し
た
文
章
に
続
く
よ
う
に
、
Ａ
～
Ｅ
の
文
を
正
し
く
並
べ
か
え
る
と
き
、
最
も
適
当
な
順
序
を
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の

記
号
を
解
答
欄
に
記
せ
。
た
だ
し
、
出
題
の
都
合
上
、
文
章
を
一
部
変
更
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
（
配
点 

4
） 

 
Ａ 
紅
葉
も
は
か
な
く
散
り
、
残
り
の
菊
も
や
が
て
枯
れ
果
て
て
、
野
山
は
蕭
条

し
ょ
う
じ
ょ
う

と
し
た
冬
枯
の
季
節
を
迎
え
る
。
春
や
秋
の
風
物
の
、
華
や
か
な

彩
り
を
何
十
種
と
な
く
服
色
に
仕
上
げ
た
王
朝
の
人
び
と
も
、
冬
と
も
な
れ
ば
、
そ
れ
を
真
似
る
彩
り
も
乏
し
く
、
文
学
作
品
に
も
衣
裳
の
色
を
描

い
た
場
面
は
数
え
る
ほ
ど
し
か
な
い
。 

 

Ｂ 

野
や
山
の
緑
も
次
第
に
茶
褐
色
に
枯
れ
て
行
く
の
を
、
そ
の
ま
ま
模
し
た
の
が
こ
の
色
で
、『
狭
衣
物
語
』
に
は
、
一
般
の
人
が
こ
れ
を
着
る
と
、

「
す
さ
ま
じ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
い
か
に
も
興
ざ
め
の
、
渋
く
て
沈
ん
だ
感
じ
が
し
、
ま
た
、「
余
り
大
人
し
う
あ
り
け
り
」
、
つ
ま
り
、
余
り
地
味

で
老
け
て
見
え
る
、
と
述
べ
て
い
る
。 

 

Ｃ 

こ
れ
は
普
通
の
人
の
場
合
に
は
思
い
も
よ
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、「
着
な
さ
せ
給
へ
る
人
か
ら
な
め
り
か
し
」
、
い
わ
ば
、
着
て
い
る
方
の
優
れ

た
人
柄
の
せ
い
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
枯
れ
た
野
原
さ
な
が
ら
の
荒
涼
と
し
た
感
じ
の
服
色
で
あ
っ
て
さ
え
、
着
用
す
る
人
物
次
第
で
、
花
・

紅
葉
の
よ
う
な
華
麗
な
衣
裳
の
色
合
い
よ
り
、
却
っ
て
そ
の
容
姿
を
一
層
優
艶
に
引
き
立
た
せ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

Ｄ 

『
枕
草
子
』
に
は
、「
唐
衣

か

ら

ぎ

ぬ

は
…
…
秋
は
枯
野
」
、
つ
ま
り
唐
衣
に
は
秋
の
季
節
は
「
枯
野
」
と
い
う
色
合
が
ふ
さ
わ
し
い
、
と
記
し
て
い
る
。
そ

し
て
『
狭
衣
物
語
』
に
は
、「
冬
深
き
霜
枯
の
、
雪
の
朝
な
ど
に
こ
そ
、
こ
の
色
は
お
か
し
け
れ
」
と
あ
り
、「
枯
野
」
は
、
こ
の
よ
う
に
晩
秋
か
ら

冬
に
か
け
て
、
そ
の
季
の
自
然
の
趣
を
よ
く
表
わ
す
服
色
（
草
の
枯
れ
た
よ
う
な
黄
褐
色
）
と
し
て
着
用
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

Ｅ 

こ
の
よ
う
な
「
枯
野
」
で
さ
え
、
一
旦
、
こ
の
『
狭
衣
物
語
』
の
女
主
人
公
源
氏
宮

げ

ん

じ

の

み

や

の
よ
う
な
方
が
着
用
す
る
と
、
様
相
が
一
変
す
る
。
宮
が
、

「
こ
の
比こ

ろ

の
枯
野
の
色
な
る
御お

ん

衣ぞ

ど
も
の
、
濃
き
薄
き
な
る
に
、
同
じ
色
の
わ
れ
も
か
う
の
織
物
の
重
な
り
た
る
な
ど
も
」
の
よ
う
に
、
こ
の
色
の

20190201
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衣
裳
を
多
く
着
重
ね
て
い
る
の
を
見
る
と
、「
春
の
花
、
秋
の
紅
葉
よ
り
も
中
〱

な

か

な

か

な
つ
か
し
う
見
ゆ
る
」
、
つ
ま
り
、
華
や
か
な
服
色
の
場
合
よ
り
も

一
段
と
可
憐
に
美
し
く
見
え
る
と
い
う
。 

   
 

ど
の
よ
う
な
衣
装
の
色
で
あ
れ
、
そ
れ
を
着
こ
な
す
人
品
・
人
柄
に
よ
っ
て
、
美
し
く
も
醜
く
も
見
え
る
、
と
い
う
の
は
、
現
代
の
私
た
ち
に
と

っ
て
も
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

 

（
出
典 

伊
原
昭
著
『
色
へ
の
こ
と
ば
を
の
こ
し
た
い
』
笠
間
書
院
）  

ア 

Ａ
―
Ｄ
―
Ｂ
―
Ｅ
―
Ｃ 

 
 

 

イ 

Ｂ
―
Ｃ
―
Ａ
―
Ｄ
―
Ｅ 

 

 
 

ウ 

Ｃ
―
Ｂ
―
Ｄ
―
Ｅ
―
Ａ 

 
 

 

エ 

Ｄ
―
Ｅ
―
Ａ
―
Ｂ
―
Ｃ 

 

第
10
問 

次
の
文
章
は
、
田
中
久
文
著
『
日
本
美
を
哲
学
す
る 

あ
は
れ
・
幽
玄
・
さ
び
・
い
き
』
の
一
節
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
み
、
後
の
問
い
（
問
１
～

10
）
に
答
え
よ
。
た
だ
し
、
出
題
の
都
合
上
、
文
章
を
一
部
変
更
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
（
配
点 

50
） 

 

こ
こ
で
は
、
和
辻
哲
郎
（
注
１
）
の
議
論
を
導
き
の
糸
と
し
て
、
建
築
や
庭
園
の
場
合
に
即
し
て
、
具
体
的
な
作
品
を
分
析
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
と
は
別
の

角
度
か
ら
日
本
人
の
「
芸
術
」
観
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。 

 

和
辻
の
『
風
土
』
（
一
九
三
五
年
）
に
、
「
芸
術
の
風
土
的
性
格
」
と
い
う
章
が
あ
る
。
そ
こ
で
和
辻
は
、
西
洋
の
芸
術
と
日
本
の
芸
術
と
の
違
い
に
つ
い

て
論
じ
て
い
る
。 

和
辻
に
よ
れ
ば
、
西
洋
近
代
の
美
学
で
は
、
「
規
則
に
か
な
う
こ
と
」
が
規
準
と
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
出
発
点
は
、
十
七
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
合

理
主
義
的
な
美
学
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
（
注
２
）
は
、
「
合
理
的
な
こ
と
」
「
論
理
的
な
こ
と
」
が
感
覚
的
印
象
に
お
け
る
美
的
な
喜
び
を
も
た
ら
す
と
し
た
し
、
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そ
れ
を
受
け
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
（
注
３
）
は
、
知
覚
の
う
ち
に
隠
さ
れ
て
い
る
「
悟
性
に
か
な
う
こ
と
」
が
感
覚
的
な
喜
び
を
も
た
ら
す
と
し
た
。
具
体
的
に
い

え
ば
、
音
楽
に
お
け
る
音
の
秩
序
正
し
い
響
き
、
ａ
舞
踊
に
お
け
る
規
則
正
し
い
運
動
、
詩
に
お
け
る
長
短
の
綴
音

て

い

お

ん

の
規
則
正
し
い
連
続
な
ど
と
い
っ
た
「
秩

序
正
し
さ
」
が
美
的
な
喜
び
の
根
拠
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
美
に
対
す
る
⑴
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
合
理
主
義
的
美
学
と
は
一
見
相
反
す
る
よ
う
な
十

八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
経
験
主
義
的
美
学
の
根
底
に
も
流
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
感
覚
に
お
け
る
「
多
様
の
統
一
」
、
「
①

シ
ン
メ
ト
リ
ー
」
、
「
比
例
」
、
「
同

じ
き
構
造
を
持
つ
部
分
の
結
合
」
な
ど
が
美
的
効
果
を
も
た
ら
す
要
素
と
さ
れ
た
。 

 
 

Ａ 

、
十
九
世
紀
に
入
る
と
、
芸
術
学
に
お
け
る
歴
史
的
方
法
が
進
み
、
「
様
式
」
の
歴
史
性
が
関
心
事
と
な
る
。 

Ｂ 

、
そ
こ
で
も
「
統
一
」
や
「
秩

序
」
が
芸
術
の
法
則
と
考
え
ら
れ
た
点
は
変
わ
り
な
か
っ
た
。 

Ｃ 

、
美
意
識
に
つ
い
て
の
心
理
学
的
分
析
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
し
か
し
、
そ

こ
で
考
究
さ
れ
て
い
る
の
は
、
従
来
の
美
的
形
式
的
原
理
を
い
か
に
心
理
学
的
に
基
礎
づ
け
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
形
式
原
理
そ
の
も
の
の
普
遍
妥
当

性
が
疑
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。 

 

和
辻
は
、
以
上
の
よ
う
に
西
洋
の
近
代
美
学
を
ｂ
概
括
し
た
上
で
、
そ
こ
で
は
一
言
で
い
え
ば
、
「
規
則
に
か
な
う
こ
と
」
が
美
の
規
準
と
さ
れ
て
き
た
と

説
く
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
西
洋
の
実
際
の
芸
術
作
品
に
も
反
映
し
て
い
る
と
し
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
ま
で
遡
っ
て
考
察
し
て
い
る
。 

 

た
だ
し
、
和
辻
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
関
し
て
は
、
⑵
微
妙
な
言
い
方
を
し
て
い
る
。
「
規
則
に
か
な
う
こ
と
」
と
い
う
美
の
規
準
は
、
一
見
古
代
ギ
リ
シ
ア

の
芸
術
作
品
に
こ
そ
最
も
よ
く
当
て
は
ま
り
そ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ポ
リ
ュ
ク
レ
イ
ト
ス
の
彫
刻
「
ド
リ
ュ
フ
ォ
ロ
ス
」
は
、
古
来
人
体
比
例
の
規
準
と

し
て
有
名
で
あ
る
。
こ
れ
は
原
作
が
残
っ
て
お
ら
ず
、
ロ
ー
マ
時
代
の
②

レ
プ
リ
カ
を
み
る
し
か
な
い
が
、
そ
れ
は
た
し
か
に
比
例
の
整
然
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
レ
プ
リ
カ
は
「
ギ
リ
シ
ア
の
原
作
に
の
み
見
ら
れ
る
あ
の
生
き
生
き
と
し
た
、
鮮
や
か
な
、
心
に
し
み
透
る
よ
う
な
力
を
持
っ
て
い
な
い
」
と
和
辻

は
い
う
。
つ
ま
り
、
レ
プ
リ
カ
の
表
現
し
て
い
る
幾
何
学
的
な
比
例
の
完
全
さ
か
ら
だ
け
で
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
彫
刻
の
も
つ
美
し
さ
は
出
て
こ
な
い
と
い
う

の
で
あ
る
。
和
辻
に
よ
れ
ば
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
彫
刻
の
真
の
魅
力
は
、
幾
何
学
的
に
正
確
な
比
例
や
シ
ン
メ
ト
リ
ー
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
「
内
か
ら
外
に
流

露
す
る
い
の
ち
の
リ
ズ
ム
」
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
。 

同
様
の
こ
と
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
建
築
や
文
芸
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
ギ
リ
シ
ア
神
殿
の
偉
大
さ
は
、
そ
の
「
機
械
的
な
構
造
」
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

石
に
生
命
を
与
え
て
「
有
機
的
な
全
体
」
を
作
り
出
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
し
、
ア

彼
ら
は
そ
れ
を
幾
何
学
的
な
形
に
お
い
て
実
現
し
た
た
め
に
、
後
代
の

人
た
ち
は
「
規
則
に
か
な
う
こ
と
」
そ
の
も
の
に
価
値
を
見
出
す
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
和
辻
は
い
う
。
ま
た
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
文
芸
の
偉
大
さ
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は
、
人
間
の
心
の
さ
ま
ざ
ま
な
働
き
方
を
「
直
観
的
な
姿
」
に
お
い
て
表
現
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
イ

彼
ら
は
厳
密
な
律
格
や
統
一
の
規
則
に

従
っ
て
作
っ
た
た
め
に
、
や
が
て
「
規
則
に
か
な
う
こ
と
」
が
詩
の
本
性
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
芸
術
の
本
質
を
「
規
則
に
か
な
う
こ
と
」
だ
け
に
み
よ
う
と
す
る
誤
解
は
、
和
辻
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
ロ
ー
マ
時
代
か
ら

起
こ
っ
て
い
る
が
、
特
に
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
い
て
ｃ
顕
著
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
芸
術
の
数
学
的
な
側
面
の
み
が
強
調
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
西
洋
近
代
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
文
化
を
ロ
ー
マ
を
経
由
し
て
取
り
入
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
「
抽
象
性
の
愛
好
」
と
い
う
ウ

彼
ら
の
素
質
に
よ
っ
て
理
解

し
た
。
和
辻
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
の
特
殊
性
」
な
の
だ
と
い
う
。 

つ
ま
り
、
和
辻
は
「
規
則
に
か
な
う
こ
と
」
と
い
う
西
洋
近
代
の
美
の
規
準
が
、
決
し
て 

 

Ｄ 
 

な
も
の
で
は
な
く
、
西
洋
近
代
に 

 

Ｅ 
 

な
も
の
だ

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
文
化
一
般
を
高
く
評
価
す
る
和
辻
は
、
「
規
則
に
か
な
う
こ
と
」
と
い
う
美
の
規
準
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
に

起
源
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
美
の
本
質
を
な
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
主
張
し
て
い

る
。 そ

う
し
た
和
辻
も
、
芸
術
と
い
う
も
の
が
一
般
的
に
い
っ
て
、
何
ら
か
の
意
味
で
「
多
様
の
統
一
を
根
本
原
理
と
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
認
め
る
。
し
か
し
、

そ
の
「
多
様
の
統
一
」
即
ち
「
ま
と
ま
り
」
を
実
現
す
る
方
法
は
、
西
洋
の
よ
う
に
「
規
則
に
か
な
う
こ
と
」
ば
か
り
で
は
な
い
と
す
る
。
そ
の
こ
と
を
、
和

辻
は
庭
園
を
例
に
考
え
る
。 

古
代
ギ
リ
シ
ア
人
は
、
狭
い
ポ
リ
ス
で
生
活
し
て
い
た
た
め
、
庭
園
芸
術
と
い
う
も
の
と
無
縁
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
自
然
の
風
景
に
対
し
て
無
関
心
で
あ

っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ポ
リ
ス
の
多
く
は
、
美
し
い
見
晴
ら
し
を
も
っ
た
と
こ
ろ
に
作
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ギ
リ
シ
ア
人
は
、
そ
う
し
た
風
景
を
人
工
的

に
高
め
よ
う
と
い
う
要
求
は
も
た
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ロ
ー
マ
人
は
、
「
自
然
を
支
配
す
る
人
工
の
力
の
よ
ろ
こ
び
」
を
知
り
、
「
幾
何
学
的
な
形
を

持
っ
た
庭
園
」
を
作
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
は
ル
ネ
サ
ン
ス
人
に
受
け
つ
が
れ
た
。
ロ
ー
マ
郊
外
テ
ィ
ヴ
ォ
リ
の
エ
ス
テ
家
別
荘
の
庭
園
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
時

代
の
最
も
美
し
い
庭
園
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
幾
何
学
的
な
直
線
や
円
の
道
路
が
地
面
や
植
物
を
区
切
っ
て
お
り
、
斜
面
を
利
用
し
た
石
段
も
幾
何
学

的
な
印
象
を
強
く
与
え
、
庭
の
隅
々
ま
で
人
工
の
噴
水
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
一
言
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
「
自
然
を
人
工
的
に
し
た
」
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

支
配
的
な
の
は
、
や
は
り
「
規
則
に
か
な
う
こ
と
」
で
あ
る
。 

 

そ
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
庭
園
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
の
庭
園
も
決
し
て
自
然
の
ま
ま
で
は
な
い
。
日
本
の
自
然
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
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「
実
に
雑
然
と
不
規
則
に
荒
れ
果
て
た
感
じ
」
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
点
で
は
、
か
え
っ
て
西
洋
の
方
が
、
近
代
の
イ
ギ
リ
ス
式
庭
園
の
よ
う
に
自
然
に
ほ

と
ん
ど
手
を
加
え
な
い
も
の
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
風
土
そ
の
も
の
が
、
人
の
手
を
加
え
な
く
て
も
整
然
と
し
た
感
じ
を
維
持
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
「
モ
ン
ス
ー
ン
型
」
の
日
本
の
自
然
で
は
、
放
置
す
れ
ば
、
す
ぐ
に
雑
草
で
埋
も
れ
て
し
ま
う
。
日
本
の
自
然
を
整
然
と
維

持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
比
べ
て
数
十
倍
の
労
力
が
必
要
に
な
る
。
そ
こ
か
ら
、
日
本
で
は
次
の
よ
う
な
造
園
術
の
原
理
が
生
ま
れ
た
と
和
辻

は
い
う
。 

 

自
然
を
人
工
的
に
秩
序
立
た
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
自
然
に
人
工
的
な
る
も
の
を
か
ぶ
せ
る
の
で
は
な
く
、
人
工
を
自
然
に
従
わ
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
人

工
は
自
然
を
看
護
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
自
然
を
内
か
ら
従
わ
し
め
る
。 

 

 

そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
日
本
の
庭
園
は
「
自
然
の
美
の
醇

じ
ゅ
ん

化
・
理
想
化
」
を
め
ざ
し
た
も
の
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
場
面
こ
そ
違
え
、
「
人
体
の
美
を

醇
化
・
理
想
化
」
し
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
の
芸
術
観
に
む
し
ろ
近
い
と
和
辻
は
い
う
。
事
の
当
否
は
と
に
か
く
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
を
高
く
評
価
す
る
和
辻
は
、

日
本
の
芸
術
観
と
の
あ
る
意
味
で
の
親
近
性
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

以
上
の
よ
う
な
風
土
の
違
い
も
あ
っ
て
、
和
辻
に
よ
れ
ば
、
⑶
日
本
で
は
西
洋
の
「
規
則
に
か
な
う
こ
と
」
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
庭
園
の
「
ま
と
め
か

た
」
を
し
て
い
る
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
杉
苔
の
生
い
育
っ
た
平
面
に
、
敷
き
石
の
置
か
れ
た
日
本
庭
園
を
考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
杉
苔
は
自
然
の
ま
ま
で

は
一
面
に
生
い
そ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
人
間
の
「
看
護
」
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
な
か
の
敷
き
石
は
、
幾
何
学
的
な
比
例
に

よ
っ
て
置
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
苔
と
石
、
石
と
石
と
の
い
わ
ば
「
気
合
い
」
の
よ
う
な
も
の
に
よ
っ
て
配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、

む
し
ろ
「
規
則
正
し
さ
」
は
努
め
て
避
け
ら
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
日
本
庭
園
の
樹
木
も
幾
何
学
的
に
刈
り
込
ん
だ
り
は
せ
ず
、
種
々
の
性
質
形
状
を
も
っ
た

も
の
を
取
り
合
わ
せ
、
「
季
節
の
移
り
変
わ
り
に
従
っ
て
移
り
変
わ
り
つ
つ
調
和
を
保
つ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
ま
と
ま
り
」
を
求
め
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
日
本
庭
園
に
お
け
る
「
ま
と
ま
り
」
の
つ
け
方
は
、
「
規
則
に
か
な
う
こ
と
」
で
は
な
く
、
「
気
合
い
に
よ
る
統
一
」
と
も
い
え
る
も
の
で

あ
る
と
和
辻
は
い
う
。
そ
う
し
た
「
ま
と
ま
り
」
の
つ
け
方
は
、
人
間
が
合
理
的
に
つ
か
み
得
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
規
則
で
は
な
く
、
す
で
に
作
ら
れ
た

一
定
の
庭
の
様
式
を
「
模
範
」
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
。
す
で
に
平
安
時
代
の
『
作
庭
記
』
に
も
、
庭
石
は
「
む
か
し
の
上
手
の
立
て
を
き
た
る
さ
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ま
を
あ
と
と
し
て
」
立
て
る
べ
き
だ
と
い
う
記
述
が
み
え
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
前
章
で
述
べ
た
「
型
」
の
思
想
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
「
気
合
い
に
よ
る
統
一
」
は
、
他
の
芸
術
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
も
い
え
る
と
和
辻
は
い
う
。 

 
あ
る
日
本
画
で
は
、
長
方
形
の
画
面
の
左
に
竹
の
ｄ
幹
が
描
か
れ
、
左
上
部
に
四
・
五
枚
の
竹
葉
が
の
ぞ
き
、
そ
の
や
や
下
に
一
羽
の
雀
が
飛
ん
で
い
る
。

そ
れ
だ
け
で
、
そ
の
他
は
ま
っ
た
く
空
白
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
「
寸
分
の
ｅ
隙
間
も
な
い
釣
り
合
い

、
、
、
、
」
が
感
じ
ら
れ
る
。 

 

ま
た
絵
巻
で
は
、
そ
こ
に
時
間
的
な
契
機
が
入
っ
て
く
る
。
「
構
図
そ
の
も
の

、
、
、
、
、
、
が
時
間
的
に
展
開
し
行
く
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
そ
の
展
開

の
仕
方
は
、
規
則
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
「
常
に
他
の
姿
に
移
り
ゆ
く
展
開
」
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
全
体
と
し
て
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
て
い
る
。 

 

連
歌
・
俳
諧
と
い
う
形
式
も
同
様
で
あ
る
。
前
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
句
が
独
立
し
た
世
界
を
も
ち
な
が
ら
、
し
か
も
そ
の
間

に
微
妙
な
つ
な
が
り
が
あ
る
。
「
人
々
は
そ
の
個
性
の
特
殊
性
を
そ
の
ま
ま
に
し
つ
つ
製
作
に
お
い
て
気
を
合
わ
せ
、
互
い
の
心
の
交
響
・
呼
応
の
う
ち
に
お

の
お
の
の
体
験
を
表
現
す
る
」
の
で
あ
る
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
日
本
の
芸
術
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
も
、
「
気
合
い
に
よ
る
統
一
」
と
い
う
も
の
が
「
ま
と
ま
り
」
の
つ
け
方

に
な
っ
て
い
る
と
和
辻
は
い
う
。
こ
こ
で
和
辻
は
、
芸
術
に
関
し
て
文
化
相
対
主
義
的
な
観
点
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
西
洋
芸
術
の
規
準
で
あ
る
「
規
則

に
か
な
う
こ
と
」
は
、
決
し
て
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
く
、
「
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
の
特
殊
性
」
で
し
か
な
い
。
日
本
芸
術
の
「
気
合
い
に
よ
る
統
一
」

と
い
う
も
の
も
、
そ
れ
に
匹
敵
す
る
美
の
規
準
に
十
分
に
な
り
う
る
も
の
だ
と
和
辻
は
い
い
た
い
の
で
あ
る
。 

日
本
芸
術
の
特
色
を
「
気
合
い
に
よ
る
統
一
」
と
す
る
見
方
は
、
和
辻
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
丸
山
眞
男
（
注
４
）
は
周
知
の
よ
う
に
論
文

「
歴
史
意
識
の
『
古
層
』
」
に
お
い
て
、
日
本
人
の
歴
史
意
識
の
特
色
を
「
つ
ぎ
つ
ぎ
に
な
り
ゆ
く
い
き
ほ
ひ
」
と
規
定
し
た
。
丸
山
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た

「
つ
ぎ
つ
ぎ
」
と
い
う
時
間
的
継
起
性
は
、
芸
術
的
形
式
と
な
っ
て
も
現
れ
る
と
い
う
。
そ
の
典
型
的
な
例
と
し
て
、
丸
山
も
連
歌
・
俳
諧
や
絵
巻
を
あ
げ
て

い
る
。
連
歌
・
俳
諧
に
お
い
て
は
、
複
数
の
作
者
が
、
ま
さ
に
「
つ
ぎ
つ
ぎ
」
に
句
を
付
け
て
い
く
展
開
の
妙
に
芸
術
形
式
の
本
質
が
あ
る
。
ま
た
絵
巻
は
、

「
つ
ぎ
つ
ぎ
」
に
画
面
が
展
開
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
本
質
的
に
空
間
芸
術
で
あ
る
造
形
美
術
に
お
い
て
、
時
間
的
継
起
性
の
契
機
を
ご
く
自

然
に
取
り
入
れ
た
」
も
の
だ
と
い
う
。
和
辻
の
「
気
合
い
に
よ
る
統
一
」
と
い
う
規
定
が
、
空
間
性
に
沿
っ
た
表
現
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
丸
山
の
「
つ
ぎ
つ
ぎ

に
な
り
ゆ
く
い
き
ほ
ひ
」
と
は
、
そ
れ
を
時
間
性
に
沿
っ
て
表
現
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。 

西
田
幾
多
郎
（
注
５
）
は
、
空
間
と
時
間
と
の
「
矛
盾
的
自
己
同
一
」
と
い
う
哲
学
を
説
い
た
が
、
特
に
日
本
文
化
に
お
い
て
は
、
空
間
性
と
時
間
性
と
は
一
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体
化
し
て
お
り
、
絵
画
の
よ
う
な
空
間
芸
術
に
お
い
て
も
、
そ
こ
に
時
間
性
が
ｆ
貫
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
か
ら
述
べ
る
よ
う
な
建
築
や
庭

園
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。 

 
た
だ
し
、
丸
山
は
「
つ
ぎ
つ
ぎ
に
な
り
ゆ
く
い
き
ほ
ひ
」
と
い
う
日
本
人
の
歴
史
意
識
を
批
判
的
に
捉
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
な
り
ゆ
く
」
に
は
「
つ

く
る
」
論
理
に
み
ら
れ
る
「
主
体
へ
の
問
い
と
目
的
意
識
性
」
の
欠
如
を
、
「
つ
ぎ
つ
ぎ
」
に
は
「
宗
教
的
超
越
者
」
や
「
自
然
法
的
普
遍
者
」
と
い
っ
た
超

越
性
・
永
遠
性
・
普
遍
性
の
観
念
の
不
在
を
、
「
い
き
ほ
ひ
」
に
は
歴
史
に
対
す
る
「
規
範
主
義
的
な
是
非
善
悪
の
価
値
判
断
」
や
「
超
越
的
観
点
か
ら
の
価

値
判
断
」
の
欠
落
を
そ
れ
ぞ
れ
指
摘
し
、
そ
れ
ら
を
問
題
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
丸
山
と
は
異
な
っ
た
価
値
観
で
み
れ
ば
、
そ
こ
に
は
新
た
な
思
想
的
地
平
が
広
が
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
複
数
の
作
者
に
よ
る
偶

然
的
な
付
け
合
い
を
楽
し
む
連
歌
・
俳
諧
に
は
、
た
し
か
に
「
主
体
へ
の
問
い
と
目
的
意
識
性
」
が
欠
如
し
て
い
る
。
し
か
し
、
逆
に
い
え
ば
、
個
別
の
主
体

に
こ
だ
わ
ら
ず
に
、
他
者
と
の
自
在
な
出
会
い
を
活
か
そ
う
と
す
る
、
し
な
や
か
な
精
神
が
そ
こ
に
は
躍
動
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
ま
た
次
々
に
画
面
が

展
開
し
て
い
く
絵
巻
に
は
、
た
し
か
に
全
体
を
俯ふ

瞰か

ん

す
る
よ
う
な
超
越
的
な
視
点
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
、
〔 

 

Ｘ 
 

〕
と
も
い
え
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 

（
田
中
久
文
著
『
日
本
美
を
哲
学
す
る 

あ
は
れ
・
幽
玄
・
さ
び
・
い
き
』
青
土
社
） 

（
注
１
）
和
辻
哲
郎
…
日
本
の
哲
学
者
、
倫
理
学
者
、
文
化
史
家
、
日
本
思
想
史
家
。 

（
注
２
）
デ
カ
ル
ト
…
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
、
数
学
者
。
合
理
主
義
哲
学
の
祖
。 

（
注
３
）
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
…
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
、
数
学
者
。 

（
注
４
）
丸
山
眞
男
…
日
本
の
政
治
学
者
、
思
想
史
家
。 

（
注
５
）
西
田
幾
多
郎
…
日
本
の
哲
学
者
。 

 

問
1 

文
中
の
二
重
傍
線
部
ａ
～
ｆ
の
読
み
方
を
解
答
欄
に
記
せ
。 

 
 

 
 

問
2 

傍
線
部
⑴
「
こ
う
し
た
考
え
方
」
と
は
何
を
指
す
か
。
解
答
欄
に
合
う
よ
う
に
、
二
十
字
以
内
で
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
て
答
え
よ
。
読
点
等
も
一
字
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と
数
え
る
。 

 
問
3 

波
線
部
①
「
シ
ン
メ
ト
リ
ー
」
・
②
「
レ
プ
リ
カ
」
に
つ
い
て
、
日
本
語
の
意
味
を
解
答
欄
に
記
せ
。 

 

問
4 

空
欄 

 

Ａ 
 

・ 
 

Ｂ 
 

・ 
 

Ｃ 
 
 

に
あ
て
は
ま
る
語
句
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
ア
〜
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号

を
解
答
欄
に
記
せ
。 

 

ア 

Ａ 

さ
ら
に 
・ 
Ｂ 
し
か
し 

・ 

Ｃ 

ま
た 

 
 

 
 

イ 

Ａ 

よ
っ
て 

・ 

Ｂ 

し
か
し 

 

・ 

Ｃ 

さ
ら
に 

ウ 

Ａ 

し
か
し 

・ 
Ｂ 
そ
し
て 

・ 

Ｃ 

つ
い
で 

 
 

 

エ 

Ａ 

ま
た 

 

・ 

Ｂ 

そ
れ
で
も 

・ 

Ｃ 

そ
こ
で 

 

問
5 

傍
線
部
⑵
「
微
妙
な
言
い
方
を
し
て
い
る
」
の
は
な
ぜ
か
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
芸
術
作
品
に
対
す
る
和
辻
哲
郎
の
考
え
を
踏
ま
え
、
解
答
欄
に
合
う
よ

う
に
、
五
十
字
以
内
で
簡
潔
に
説
明
せ
よ
。
読
点
等
も
一
字
と
数
え
る
。 

 

問
6 

傍
線
部
ア
～
ウ
「
彼
ら
」
の
う
ち
、
指
し
て
い
る
内
容
が
他
と
異
な
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
れ
か
。
ア
〜
ウ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
解

答
欄
に
記
せ
。 

 

問
7 

空
欄 
 

Ｄ 
 

・ 
 

Ｅ 
 
 

に
あ
て
は
ま
る
語
句
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
ア
〜
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
解
答
欄
に

記
せ
。 

 

ア 

Ｄ 

規
則
的 

・ 

Ｅ 

不
規
則 

 
 

 

イ 

Ｄ 

形
式
的 

・ 

Ｅ 

本
質 

 
 

ウ 

Ｄ 

完
全 

 

・ 

Ｅ 

不
完
全 

 
 

 

エ 

Ｄ 

普
遍
的 

・ 

Ｅ 

特
殊 
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問
8 

傍
線
部
⑶
「
日
本
で
は
西
洋
の
『
規
則
に
か
な
う
こ
と
』
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
庭
園
の
『
ま
と
め
か
た
』
を
し
て
い
る
」
に
つ
い
て
説
明
し
た
次

の
文
章
を
読
ん
で
、
空
欄
（ 

① 

）
～
（ 

⑤ 

）
に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
本
文
中
か
ら
一
語
で
抜
き
出
し
て
そ
れ
ぞ
れ
解
答
欄
に
記
せ
。 

  
 

 
近
代
西
洋
で
は
、
「
規
則
に
か
な
う
こ
と
」
が
規
準
と
さ
れ
、
自
然
を
支
配
し
風
景
を
（ 

① 

）
に
し
よ
う
と
し
て
（ 

② 

）
な
構
造
を
有
し
た

庭
園
が
作
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
放
置
す
れ
ば
す
ぐ
に
荒
れ
て
し
ま
う
風
土
を
背
景
と
し
た
日
本
の
庭
園
に
お
い
て
は
、
全
く
異
な
る
作
庭
方
法
が
採

ら
れ
る
。
自
然
を
整
然
と
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
逆
に
（ 

③ 

）
は
排
除
さ
れ
、
（ 

② 

）
な
石
の
配
置
や
樹
木
の
刈
り
込
み
を
行
わ
ず
、
庭
の

構
成
物
相
互
の
（ 
④ 

）
の
よ
う
な
も
の
を
重
視
し
て
配
置
が
決
め
ら
れ
る
。
自
然
物
の
性
質
形
状
を
活
か
し
つ
つ
上
手
に
取
り
合
わ
せ
、
か
つ
（ 

⑤ 

）

に
よ
る
時
間
的
変
化
を
も
含
め
て
調
和
を
保
つ
よ
う
な
「
ま
と
ま
り
」
の
つ
け
方
を
指
向
す
る
。 

 

問
9 

本
文
は
、
日
本
と
西
洋
と
の
「
芸
術
」
に
関
す
る
見
方
の
根
本
的
な
相
違
点
に
つ
い
て
対
比
的
に
述
べ
た
文
章
で
あ
る
。
文
中
に
登
場
す
る
五
人
の
思

想
家
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
芸
術
の
特
色
を
ど
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
か
。
次
の
図
の
（ 

① 

）
～
（ 

⑤ 

）
に
あ
て
は
ま
る
語
句
と
し
て
最
も
適
当

な
も
の
を
、
本
文
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
過
不
足
な
く
抜
き
出
し
て
解
答
欄
に
記
せ
。 

  

西
洋
芸
術
の
特
色 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

＝ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

＝ 

  

日
本
芸
術
の
特
色 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

＝ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

＝ 

   
（ 

⑤ 

） 

西
田
幾
多
郎 

（ 

② 

） 

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ 

（ 

④ 

） 

丸
山
眞
男 

（ 

① 

） 
デ
カ
ル
ト 

規
則
に
か
な
う
こ
と 

和
辻
哲
郎 

（ 

③ 

） 

和
辻
哲
郎 
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問
10 

空
欄
〔 

 

Ｘ 
 

〕
に
あ
て
は
ま
る
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
ア
〜
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
解
答
欄
に
記
せ
。 

  
ア 

連
綿
と
し
た
時
間
の
流
れ
に
絶
対
不
変
の
美
を
見
出
す
感
性
が
そ
こ
で
は
息
づ
い
て
い
る 

 
 

 
イ 
海
外
文
化
と
の
異
質
性
を
受
容
し
よ
う
と
す
る
進
取
の
気
風
が
そ
こ
に
は
感
じ
ら
れ
る 

 
 

 
ウ 
予
期
せ
ぬ
変
化
を
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
柔
軟
な
精
神
が
そ
こ
で
は
要
請
さ
れ
て
い
る 

 
 

 

エ 

移
り
変
わ
る
世
の
無
常
と
対
峙
し
よ
う
と
す
る
積
極
的
な
姿
勢
が
そ
こ
に
は
う
か
が
え
る 
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