
〈
実
践
報
告
〉
大
学
入
試
小
説
指
導
の
詩
学

―
中
島
敦
「
山
月
記
」
を
例
に

―

髙　
　

山　
　
　
　
　

卓

は
じ
め
に

　

近
年
、
国
語
科
教
育
の
領
野
に
お
い
て
報
告
さ
れ
る
授
業
実
践
の
深
化
は
著

し
い
。
そ
の
大
き
な
要
因
に
は
、
や
は
り
、
新
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
二

〇
一
八
年
三
月
告
示
、
二
〇
二
二
年
度
よ
り
実
施
）
を
め
ぐ
る
問
題
や
、
い
わ

ゆ
る
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
を
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
創
意
工
夫
を
凝
ら
し
た
授
業
実
践

が
、
数
多
く
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　

高
等
学
校
に
お
け
る
小
説
の
指
導
に
つ
い
て
は
、
学
習
者
の
多
様
な
解
釈
を

活
か
し
た
実
践
報
告
が
散
見
す
る
。
そ
れ
ら
は
、
国
語
科
教
育
の
新
た
な
地
平

を
切
り
拓
く
実
践
報
告
で
あ
り
、
意
義
深
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
活
況
に
お
い
て
こ
そ
、
山
田
哲
久
氏
が
「
棒
」（
安

部
公
房
）
の
実
践
報
告①
の
な
か
で
述
べ
た
次
の
よ
う
な
こ
と
は
、
改
め
て
意
識

さ
れ
て
よ
い
。

明
ら
か
な
の
は
、
文
学
教
材
の
〈
自
由
な
〉
解
釈
に
は
、
読
解
リ
テ
ラ

シ
ー
が
前
提
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
自
由
に
読
ん
で
み
な

さ
い
」
と
言
う
と
、
論
理
的
な
根
拠
を
持
た
な
い
好
き
勝
手
な
解
釈
を
す

る
生
徒
も
、
道
徳
的
な
解
釈
に
収
斂
さ
せ
た
が
る
生
徒
も
い
る
。
も
ち
ろ

ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
学
作
品
に
絶
対
的
な
一
つ
の
解
釈
が
あ
る
わ
け
で
は

な
い
。
多
様
な
解
釈
は
文
学
の
楽
し
み
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
多
様
な
解

釈
を
支
え
て
い
る
の
は
、
読
解
リ
テ
ラ
シ
ー
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
。

山
田
氏
が
「
読
解
リ
テ
ラ
シ
ー
」
と
呼
ぶ
の
は
、「
文
学
を
感
覚
的
に
で
は
な

く
、
本
文
を
根
拠
に
、
論
理
的
に
解
釈
す
る
」
能
力
の
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の

立
場
に
お
い
て
、
山
田
氏
は
、
学
習
者
が
最
終
的
に
「〈
自
由
な
〉
解
釈
」
を

で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
の
一
つ
の
段
階
と
し
て
、

な
ぜ
そ
う
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
過
程
を
、
順
を
追
っ
て

〈
実
践
報
告
〉
大
学
入
試
小
説
指
導
の
詩
学

五
八

同志社国文学99号　三校　（髙山卓様）　Ｓ



説
明
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
過
程
を
理
解
で
き
て
い
る
か
を
問
う
。「
棒
」

と
い
う
作
品
を
理
解
さ
せ
る
と
い
う
よ
り
も
、
私
の
〔
山
田
氏
の
：
稿
者

注
〕
解
釈
を
論
理
的
に
理
解
で
き
て
い
る
か
を
問
う
。

と
い
う
形
で
の
「
棒
」
の
授
業
実
践
を
報
告
し
て
い
る
。

　

本
報
告
も
、
山
田
氏
と
同
じ
く
、「
文
学
教
材
の
〈
自
由
な
〉
解
釈
に
は
、

読
解
リ
テ
ラ
シ
ー
が
前
提
さ
れ
て
い
る
」
と
す
る
立
場
を
と
る
。
現
在
、
学
習

者
の
多
様
な
解
釈
を
活
か
し
た
授
業
実
践
の
報
告
が
散
見
す
る
活
況
に
あ
れ
ば

こ
そ
、
そ
れ
ら
に
追
随
す
る
授
業
実
践
を
試
み
る
場
合
は
、
学
習
者
の
「
論
理

的
な
根
拠
を
持
た
な
い
好
き
勝
手
な
解
釈
」
や
「
道
徳
的
な
解
釈
」
の
ケ
ア
も

念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
こ
と
を
、
授
業
者
の
側
が
意
識
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ

う
。
学
習
者
が
正
し
い
意
味
で

0

0

0

0

0

0

「〈
自
由
な
〉
解
釈
」
を
で
き
る
よ
う
に
な
る

た
め
に
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
「
読
解
リ
テ
ラ
シ
ー
」
が
身
に
付
け
ら
れ
ね
ば

な
ら
な
い
こ
と
を
、
授
業
者
の
側
が
意
識
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

　

そ
の
上
で
、
こ
こ
で
先
に
結
論
を
言
え
ば
、
本
報
告
で
は
、
学
習
者
の
「
読

解
リ
テ
ラ
シ
ー
」
を
育
み
、
小
説
の
多
様
な
解
釈
を
楽
し
め
る
よ
う
に
す
る
た

め
に
、
大
学
入
試
小
説
（
大
学
入
試
に
お
け
る
国
語
の
小
説
問
題
）
の
解
法
を

活
用
し
う
る
こ
と
を
主
張
す
る
。

　

一
般
的
に
見
て
、
唯
一
の
絶
対
解
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
学
入
試
小

説
と
、
小
説
を
多
様
に
解
釈
す
る
こ
と
は
、
相
容
れ
な
い
も
の
に
映
ろ
う
。
し

か
し
、
小
説
を
多
様
に
解
釈
す
る
こ
と
が
、「
読
解
リ
テ
ラ
シ
ー
」
を
基
礎
と

す
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
限
り
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
大
学
入
試
小

説
の
設
問
は
、
無
論
、
作
問
者
の
読
解
に
基
づ
い
て
設
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
そ
れ
ら
の
設
問
の
解
答
を
求
め
る
こ
と
は
、
作
問
者
の
読
解
の
プ
ロ
セ
ス

を
、
本
文
に
即
し
て
論
理
的
に
た
ど
り
直
し
理
解
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

授
業
者
の
側
が
、
こ
の
関
係
を
明
確
に
対
象
化
し
て
指
導
に
あ
た
る
な
ら
ば
、

大
学
入
試
小
説
の
解
法
を
活
か
し
、「
読
解
リ
テ
ラ
シ
ー
」
を
育
み
、
ひ
い
て

は
小
説
を
多
様
に
解
釈
す
る
こ
と
へ
と
つ
な
げ
う
る
の
で
あ
る
。

　

大
学
入
試
小
説
の
解
法
の
活
用
に
拘
る
の
は
、
学
習
者
の
進
路
保
障
の
観
点

か
ら
、
小
説
の
多
様
な
解
釈
を
楽
し
む
こ
と
を
一
切
捨
象
し
、
大
学
入
試
小
説

で
高
得
点
を
と
る
た
め
の
解
法
を
指
導
す
る
こ
と
に
特
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
と

い
う
学
校
が
、
少
な
く
あ
る
ま
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
右
に
述
べ

た
よ
う
な
水
準
に
お
い
て
、
大
学
入
試
小
説
と
小
説
を
多
様
に
解
釈
す
る
こ
と

を
、
学
習
者
の
な
か
で
同
一
直
線
上
の
も
の
と
し
て
布
置
で
き
れ
ば
、
そ
の
よ

う
な
悩
み
は
多
少
な
り
と
も
軽
減
さ
れ
よ
う
。「
読
解
リ
テ
ラ
シ
ー
」
を
媒
介

項
と
す
れ
ば
、
断
絶
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
が
ち
な
大
学
入
試
小
説
と
小
説
を
多
様

に
解
釈
す
る
こ
と
の
間
を
、
架
け
橋
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
の
意
味
で
、
本
報
告
は
、
大
学
入
試
小
説
指
導
の
詩
学
の
構
築
を
目
指
し

た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
学
入
試
小
説
の
解
法
を
活
か
し
小
説
の
多
様

な
解
釈
へ
と
つ
な
げ
る
と
い
う
仕
方
で
〈
文
学
〉
を
立
ち
上
げ
る
、
そ
の
理
路

の
一
つ
を
解
き
明
か
す
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
。

〈
実
践
報
告
〉
大
学
入
試
小
説
指
導
の
詩
学

五
九
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さ
て
、
本
報
告
の
授
業
実
践
の
概
要
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

対
象
：
龍
谷
大
学
付
属
平
安
高
等
学
校
・
中
学
校
（
稿
者
の
勤
務
校
）

　
　
　

特
進
コ
ー
ス
（
国
公
立
大
学
・
難
関
私
立
大
学
を
目
指
す
コ
ー
ス
）

　
　
　

二
〇
二
二
年
度
高
校
二
年
生
二
ク
ラ
ス
四
八
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
校
一
年
生
二
ク
ラ
ス
五
四
名

科
目
：
現
代
文
Ｂ
（
高
校
二
年
生
）、
言
語
文
化
（
高
校
一
年
生
）

教
材
：「
山
月
記
」（
中
島
敦
）

時
数
：
五
〇
分
×
六
コ
マ
（
標
準
）

な
お
、
実
際
に
は
、
各
ク
ラ
ス
の
実
態
に
照
ら
し
て
、
ノ
ー
ト
か
ワ
ー
ク
シ
ー

ト
か
、
個
人
作
業
か
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
か
な
ど
、
授
業
形
式
を
適
宜
使
い
分
け

た
が
、
以
下
、
そ
の
別
に
つ
い
て
の
言
及
は
割
愛
す
る
。
い
ず
れ
の
授
業
形
式

に
お
い
て
も
授
業
内
容
（
設
定
し
た
設
問
（
後
述
））
は
同
様
と
し
た
の
で
あ

り
、
本
報
告
で
は
授
業
内
容
の
紹
介
に
主
眼
を
置
く
た
め
で
あ
る
。

一
、
教
材
と
し
て
の
「
山
月
記
」
の
定
評
と
、
学
習
者
の
初
読

の
感
想

　

ま
ず
、
教
材
と
し
て
の
「
山
月
記
」
の
定
評
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
安
松
拓

真
氏
に
、
的
確
な
把
握
が
あ
る②
。

研
究
に
お
い
て
、
ま
ず
「
山
月
記
」
に
求
め
ら
れ
た
の
は
、
文
学
研
究
の

立
場
か
ら
も
教
室
に
お
い
て
も
最
重
要
視
さ
れ
る
、「
主
題
」
で
あ
っ
た
。

文
学
研
究
者
の
読
解
や
批
評
、
現
場
で
の
実
践
報
告
な
ど
か
ら
や
が
て
導

き
出
さ
れ
た
の
は
、
李
徴
が
虎
に
な
っ
た
原
因
と
し
て
自
ら
口
に
す
る
、

「
臆
病
な
自
尊
心
」
と
「
尊
大
な
羞
恥
心
」
や
、
袁
傪
が
李
徴
の
詩
か
ら

看
取
す
る
「
何
処
か
（
非
常
に
微
妙
な
点
に
於
い
て
）
欠
け
る
所
」
で

あ
っ
た
。
制
御
し
き
れ
ぬ
自
己
、
人
間
性
の
欠
如
が
も
た
ら
し
た
悲
劇
、

と
い
う
読
み
方
は
教
育
現
場
の
方
か
ら
も
積
極
的
に
提
言
さ
れ
、
や
が
て

そ
れ
は
作
者
・
中
島
敦
の
自
我
の
問
題
へ
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
く
こ
と

に
な
る
。
／
ま
た
、「
山
月
記
」
の
草
稿
と
、
原
典
と
な
っ
た
唐
の
李
景

亮
に
よ
る
「
人
虎
伝
」
と
の
比
較
が
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
く
に
し
た

が
っ
て
、
中
島
敦
の
「
意
図
」
を
明
ら
か
に
す
る
試
み
は
、
極
め
て
実
証

的
に
行
わ
れ
て
い
っ
た
。
や
が
て
そ
の
成
果
は
、
李
徴
を
中
島
敦
の
分
身

と
す
る
読
み
方
へ
と
発
展
し
て
い
き
、
近
代
的
自
我
意
識
の
分
裂
に
苦
し

む
姿
や
、
家
族
を
抱
え
な
が
ら
作
家
生
活
に
専
念
で
き
な
い
葛
藤
と
重
ね

合
わ
せ
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ

う
な
、
教
育
現
場
で
今
も
な
お
根
強
く
支
持
さ
れ
る
読
み
方
は
、
一
九
七

〇
年
代
頃
か
ら
大
き
く
そ
の
形
を
変
え
て
は
い
な
い
。

 

（
引
用
文
中
の
「
／
」
は
、
改
行
を
示
す
。
以
下
同
様
）

安
松
氏
に
よ
れ
ば
、
教
材
と
し
て
の
「
山
月
記
」
は
、「
近
代
的
自
我
意
識
の

分
裂
に
苦
し
む
姿
」
や
「
葛
藤
」
を
読
み
取
る
も
の
だ
と
と
い
う
見
方
が
「
一

九
七
〇
年
代
頃
か
ら
大
き
く
そ
の
形
を
変
え
」
ず
「
教
育
現
場
で
今
も
な
お
根

〈
実
践
報
告
〉
大
学
入
試
小
説
指
導
の
詩
学

六
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強
く
支
持
さ
れ
」、
定
評
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
、
教
材
と
し
て
の
「
山
月
記
」
へ
の
定
評
的
な
読
み
は
、
本
報

告
の
授
業
実
践
に
お
け
る
学
習
者
の
初
読
の
感
想
に
も
見
ら
れ
た③
。

Ａ　

自
分
の
過
ち
を
悔
い
る
が
、
ま
だ
詩
を
つ
く
り
た
い
と
い
う
気
持
ち

と
葛
藤
し
て
い
る
。

Ｂ　

袁
傪
に
詩
を
残
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
所
で
、
ま
だ
自
尊
心
が

残
っ
て
い
て
、
本
当
に
反
省
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

Ｃ　

李
徴
の
根
本
的
な
部
分
が
直
っ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
ま
ま
で
こ
れ

か
ら
先
も
生
き
る
の
か
な
と
思
っ
た
。

こ
れ
ら
は
、
李
徴
の
「
葛
藤
」
を
読
み
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
Ｃ
に

つ
い
て
は
、
そ
の
「
葛
藤
」
が
人
間
だ
っ
た
と
き
以
来
抱
え
続
け
て
き
た
も
の

で
あ
る
か
ら
、
以
降
も
人
間
的
な
「
葛
藤
」
を
抱
え
続
け
て
い
く
こ
と
が
予
見

さ
れ
る
と
、
李
徴
の
一
貫
し
た
「
葛
藤
」
を
鋭
く
指
摘
し
て
い
る
。

　

一
方
で
、
次
の
よ
う
な
初
読
の
感
想
も
見
ら
れ
た
こ
と
が
、
注
目
さ
れ
た
。

Ｄ　

李
徴
が
、
最
後
に
は

0

0

0

0

虎
と
し
て
生
き
て
い
く
し
か
な
い
と
思
わ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
の
が
、
悲
し
い
こ
と
だ
な
と
思
っ
た
。

Ｅ　

こ
れ
か
ら
は

0

0

0

0

0

虎
と
し
て
生
き
て
い
こ
う
と
考
え
、
数
少
な
い
友
人
で

あ
っ
た
袁
傪
に
も
別
れ
を
告
げ
た
。

Ｆ　

李
徴
が
最
後
に

0

0

0

姿
を
見
せ
た
の
は
、
袁
傪
に
向
け
て
だ
け
で
は
な
く
、

李
徴
自
身
へ
の
決
意
と
も
考
え
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
は
、
傍
線
を
付
し
た
通
り
、
李
徴
が
「
葛
藤
」
を
超
克
し
、「
虎
と
し

て
生
き
て
い
く
」「
決
意
」
を
固
め
た
と
読
み
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
読

み
に
よ
れ
ば
、
定
評
的
な
読
み
を
し
た
場
合
と
は
、
ほ
と
ん
ど
正
反
対
の
解
釈

が
小
説
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
は
、
傍
点
を
付
し
た
通

り
、
途
中
ま
で
は
「
葛
藤
」
し
て
い
た
李
徴
が
「
最
後
に
は
」「
決
意
」
を
固

め
た
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
一
概
に
李
徴
の
「
葛
藤
」
を
読
み
取
れ
て

い
な
い
わ
け
で
も
な
く
、
興
味
深
い
。

　

以
上
を
踏
ま
え
、
本
報
告
の
授
業
実
践
で
は
、
次
の
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
の
方
針
を

立
て
た
。

Ⅰ　

定
評
的
な
読
み
の
読
解
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
本
文
に
即
し
て
論
理
的
に

た
ど
り
直
し
理
解
さ
せ
る
。

Ⅱ　

Ｄ
・
Ｅ
・
Ｆ
の
感
想
の
よ
う
な
読
み
を
、
李
徴
の
「
葛
藤
」
を
読
み

取
れ
て
い
な
い
も
の
と
し
て
切
り
捨
て
る
の
で
は
な
く
、
ど
う
読
め

ば
李
徴
の
「
決
意
」
を
前
景
化
し
た
読
み
を
し
う
る
か
、
そ
の
読
解

の
プ
ロ
セ
ス
を
、
本
文
に
即
し
て
論
理
的
に
た
ど
り
直
し
理
解
さ
せ

る
。

Ⅲ　

大
学
入
試
小
説
の
解
法
を
指
導
す
る
な
か
で
、
Ⅰ
・
Ⅱ
い
ず
れ
に
も

取
り
組
み
、
小
説
の
多
様
な
解
釈
の
可
能
性
を
触
知
さ
せ
る
。

〈
実
践
報
告
〉
大
学
入
試
小
説
指
導
の
詩
学

六
一
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二
、
大
学
入
試
小
説
の
解
法
の
エ
ッ
セ
ン
ス
と
、設
定
し
た
設
問

　

次
い
で
、
大
学
入
試
小
説
の
解
法
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お
こ
う
。
中
野
芳

樹
氏
の
『
現
代
文  

読
解
の
基
礎
講
義④
』
に
要
領
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、

本
報
告
の
授
業
実
践
で
は
、
こ
れ
を
参
照
枠
と
し
た
。

　

中
野
氏
は
、
大
学
入
試
小
説
に
取
り
組
む
際
の
、
解
答
の
導
出
の
前
提
と
な

る
「
読
解
作
業
」
と
し
て
、「
十
分
程
度
で
一
回
だ
け
通
読
し
、
ス
ト
ー
リ
ー

展
開
を
把
握
す
る
。
最
初
は
主
人
公
を
確
認
す
る
」
こ
と
、「
そ
の
際
、
回
想

シ
ー
ン
の
挿
入
な
ど
時
系
列
（
時
の
流
れ
）
に
非
連
続
な
変
化
が
な
い
か
注
意

す
る
」
こ
と
、「
登
場
人
物
の
心
情
表
現
を
発
見
し
た
ら
、
し
っ
か
り
マ
ー
キ

ン
グ
し
て
お
く
（
心
情
表
現
を
囲
む
と
よ
い
）」
こ
と
、「
そ
の
際
、
主
人
公
と

そ
れ
以
外
と
で
、
マ
ー
ク
の
仕
方
を
変
え
て
お
く
」
こ
と
、「
登
場
人
物
の
性

格
設
定
（
年
齢
・
性
別
・
職
業
・
健
康
状
態
・
能
力
・
性
格
等
）
が
確
認
で
き

れ
ば
、
マ
ー
キ
ン
グ
し
て
お
く
」
こ
と
、「
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
設
定
（
時
代

背
景
・
場
所
・
家
庭
環
境
・
人
間
関
係
等
）
が
確
認
で
き
れ
ば
、
マ
ー
キ
ン
グ

し
て
お
く
」
こ
と
の
六
点
を
挙
げ
る
（
六
五
頁
）。

　

そ
し
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
見
か
け
・
形
式
の
違
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小
説
問
題
で
は

多
く
の
設
問
が
本
質
的
に
は
心
情
説
明
型
設
問
で
あ
る
。
ほ
ぼ
五
割
か
ら

七
割
を
占
め
る
。 

（
一
四
六
頁
）

こ
と
か
ら
、
習
得
が
最
優
先
さ
れ
る
解
法
と
し
て
、
問
わ
れ
て
い
る
の
が
「
誰

の
、
い
つ
の
心
情
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
」、「
核
と
な
る
心
情
表
現
を
特
定
す

る
」、「「
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
心
情
に
至
っ
た
の
か
」「
何
に
対
し
て
そ
の
よ
う
な

心
情
を
抱
く
の
か
」
を
読
み
取
る
」、
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
過
不
足

の
な
い
よ
う
「
表
現
の
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
正
確
な
反
映
を
解
答
表
現
に
求

め
る
」
と
い
う
手
順
を
指
南
し
て
い
る
（
一
五
〇
・
一
五
一
頁
）。

　

概
し
て
、
大
学
入
試
小
説
に
お
い
て
は
、【
誰
】【
ど
の
よ
う
な
心
情
】【
心

情
の
理
由
】【
心
情
の
対
象
】
の
四
要
素
を
、【
細
か
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
】
に
留
意

し
つ
つ
整
理
す
る
こ
と
が
、
高
得
点
を
と
る
た
め
の
必
勝
法
と
な
る
解
法
だ
と

言
え
る
。

　

本
報
告
の
授
業
実
践
で
は
、
学
習
者
が
こ
の
よ
う
な
大
学
入
試
小
説
の
解
法

を
習
得
す
る
こ
と
に
資
す
の
を
目
的
と
し
て
、
ま
た
、
第
一
章
で
掲
げ
た
方
針

を
踏
ま
え
て
、「
山
月
記
」
に
次
の
設
問
を
設
定
し
た
。

問
一　

ま
だ
人
間
だ
っ
た
と
き
の
李
徴
の
人
物
像
を
答
え
よ
。

問
二　

虎
に
な
っ
た
李
徴
が
、
袁
傪
と
再
会
し
た
際
、
ど
の
よ
う
な
行
動

を
と
っ
た
か
答
え
よ
。

問
三　

な
ぜ
、
李
徴
は
は
じ
め
袁
傪
の
前
に
「
姿
を
現
」
さ
な
か
っ
た
の

か
、
説
明
せ
よ
。

問
四　

は
じ
め
袁
傪
の
前
に
「
姿
を
現
」
さ
な
か
っ
た
李
徴
だ
が
、
結
末

で
は
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と
っ
た
か
答
え
よ
。

〈
実
践
報
告
〉
大
学
入
試
小
説
指
導
の
詩
学
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問
五　

な
ぜ
、
李
徴
は
結
末
に
お
い
て
は
袁
傪
の
前
に
「
姿
を
現
」
し
た

の
か
、
説
明
せ
よ
。

問
六　

は
じ
め
、
李
徴
は
、
虎
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
理
由
を
ど
の
よ
う
に

語
っ
た
か
、
答
え
よ
。

問
七　

そ
の
後
、
李
徴
は
、
虎
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
理
由
を
ど
の
よ
う
に

語
っ
た
か
、
答
え
よ
。

問
八　
「
し
ば
ら
く
返
事
が
な
か
っ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
李
徴

の
心
情
を
説
明
せ
よ
。

問
九　
「
今
か
ら
一
年
ほ
ど
前
」
〜
「
声
は
続
け
て
言
う
」
か
ら
、
李
徴

の
「
葛
藤
」
を
答
え
よ
。

問
一
〇　

李
徴
が
「
人
間
の
心
が
す
っ
か
り
消
え
て
し
ま
え
ば
」「
し
あ

わ
せ
に
な
れ
る
」
と
言
う
の
は
な
ぜ
か
、
ま
た
、「
人
間
の
心
が

す
っ
か
り
消
え
て
し
ま
」
う
こ
と
を
「
恐
ろ
し
く
感
じ
て
い
る
」

と
言
う
の
は
な
ぜ
か
、
そ
れ
ぞ
れ
説
明
せ
よ
。

問
一
一　
「
な
ぜ
こ
ん
な
運
命
に
な
っ
た
か
分
か
ら
ぬ
」
〜
「
暁
角
が
哀

し
げ
に
響
き
始
め
た
」
か
ら
、
李
徴
の
「
葛
藤
」
を
答
え
よ
。

問
一
二　
「
臆
病
な
自
尊
心
」「
尊
大
な
羞
恥
心
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

か
、
そ
れ
ぞ
れ
説
明
せ
よ
。

問
一
三　
「
慟
哭
の
声
」
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
李
徴
の
心
情
を
説
明

せ
よ
。

問
一
四　
「
悲
泣
の
声
」
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
李
徴
の
心
情
を
説
明

せ
よ
。

三
、「
決
意
」
し
た
李
徴

　

そ
れ
で
は
、
第
二
章
で
示
し
た
設
問
の
模
範
解
答
に
沿
っ
て
、
実
際
の
授
業

実
践
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
。
授
業
は
、
設
問
一
問
ご
と
に
、
学
習
者
が
解
答

作
業
を
し
、
頃
合
い
を
見
て
授
業
者
が
解
説
す
る
、
こ
れ
を
繰
り
返
す
形
で
展

開
し
た
。
第
一
章
で
掲
げ
た
方
針
と
の
関
係
で
は
、
方
針
Ⅱ
に
か
か
わ
る
設
問

へ
の
取
り
組
み
か
ら
始
め
る
こ
と
と
し
た
。
そ
れ
が
問
一
〜
七
で
あ
る
。

　
「
問
一  

ま
だ
人
間
だ
っ
た
と
き
の
李
徴
の
人
物
像
を
答
え
よ
」
は
、
も
ち

ろ
ん
解
答
が
一
つ
に
定
ま
る
よ
う
な
問
題
で
は
な
く
、
そ
れ
で
よ
い
。
学
習
者

は
、
小
説
冒
頭
の
本
文
「
博
学
才
穎
」「
性
、
狷
介
」「
自
ら
恃
む
と
こ
ろ
す
こ

ぶ
る
厚
く
」「
賤
吏
に
甘
ん
ず
る
を
潔
し
と
し
な
か
っ
た
」「
人
と
交
わ
り
を

絶
っ
て
、
ひ
た
す
ら
詩
作
に
ふ
け
っ
た
」「
妻
子
の
衣
食
の
た
め
に
つ
い
に
節

を
屈
し
て
」「
狂
悖
の
性
」
等
に
即
し
て
、「
頭
が
良
い
」「
頑
固
で
意
志
を
曲

げ
な
い
」「
自
尊
心
が
高
い
」「
正
義
感
が
強
い
」「
後
先
を
考
え
な
い
」「
妻
子

思
い
で
は
あ
る
」「
自
己
中
心
的
」
な
ど
、
様
々
な
解
答
を
挙
げ
た
。
い
ず
れ

も
本
文
に
即
し
た
正
し
い
解
答
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
つ
つ
、
以
降
の
授
業
の
展

開
に
鑑
み
、「
自
尊
心
が
高
い
」
と
い
う
解
答
を
、
特
に
重
要
な
も
の
と
し
て

説
明
し
た
。

〈
実
践
報
告
〉
大
学
入
試
小
説
指
導
の
詩
学

六
三
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「
問
二  

虎
に
な
っ
た
李
徴
が
、
袁
傪
と
再
会
し
た
際
、
ど
の
よ
う
な
行
動

を
と
っ
た
か
答
え
よ
」
は
、
問
三
へ
の
つ
な
ぎ
と
な
る
小
問
で
あ
る
。「
叢
か

ら
姿
を
現
さ
な
か
っ
た
」
が
解
答
と
な
る
。

　
「
問
三  
な
ぜ
、
李
徴
は
は
じ
め
袁
傪
の
前
に
「
姿
を
現
」
さ
な
か
っ
た
の

か
、
説
明
せ
よ
」
で
は
、【
誰
】【
ど
の
よ
う
な
心
情
】【
心
情
の
理
由
】【
心
情

の
対
象
】
を
整
理
し
た
上
で
の
解
答
を
求
め
た
。
設
問
と
次
の
本
文
か
ら
、

自
分
は
今
や
異
類
の
身
と
な
っ
て
い
る
。
ど
う
し
て
、
お
め
お
め
と
故
人

の
前
に
あ
さ
ま
し
い
姿
を
さ
ら
せ
よ
う
か
。
か
つ
ま
た
、
自
分
が
姿
を
現

せ
ば
、
必
ず
君
に
畏
怖
嫌
厭
の
情
を
起
こ
さ
せ
る
に
決
ま
っ
て
い
る
か
ら

だ
。

【
誰
】「
李
徴
」、【
ど
の
よ
う
な
心
情
】「
卑
し
い
姿
だ
と
自
覚
し
て
い
る
」
お

よ
び
「
袁
傪
に
怖
が
り
嫌
が
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
」、【
心

情
の
理
由
】「
異
類
の
身
と
な
っ
た
か
ら
」、【
心
情
の
対
象
】「
自
分
の
姿
に
対

し
て
」
と
整
理
で
き
、
解
答
に
は
こ
れ
ら
す
べ
て
の
要
素
が
入
っ
て
い
る
必
要

が
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
。

　

こ
こ
で
、
小
結
を
兼
ね
て
、
問
一
・
二
・
三
の
解
答
を
合
わ
せ
、
小
説
序
盤

に
つ
い
て
、
人
間
だ
っ
た
と
き
以
来
自
尊
心
が
高
い
李
徴
は
、
異
類
の
身
と

な
っ
た
自
分
の
姿
を
、
卑
し
い
も
の
と
自
覚
し
、
ま
た
、
袁
傪
に
怖
が
り
嫌
が

ら
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
に
つ
け
て
、
姿
を
現
す
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
、
と
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
を
説
明
し
た
。
そ
の
上
で
、
小
説
終
盤
を

扱
う
問
四
・
五
へ
と
移
っ
た
。

　
「
問
四  

は
じ
め
袁
傪
の
前
に
「
姿
を
現
」
さ
な
か
っ
た
李
徴
だ
が
、
結
末

で
は
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と
っ
た
か
答
え
よ
」
は
、
問
二
・
三
の
関
係
と
同
じ

く
、
問
五
へ
の
つ
な
ぎ
と
な
る
小
問
で
あ
る
。「
叢
か
ら
姿
を
現
し
た
」
が
解

答
と
な
る
。

　
「
問
五  

な
ぜ
、
李
徴
は
結
末
に
お
い
て
は
袁
傪
の
前
に
「
姿
を
現
」
し
た

の
か
、
説
明
せ
よ
」
で
も
、
問
三
同
様
、【
誰
】【
ど
の
よ
う
な
心
情
】【
心
情

の
理
由
】【
心
情
の
対
象
】
を
整
理
し
た
上
で
の
解
答
を
求
め
た
。
設
問
と
次

の
本
文
か
ら
、

袁
傪
が
嶺
南
か
ら
の
帰
途
に
は
決
し
て
こ
の
道
を
通
ら
な
い
で
ほ
し
い
、

そ
の
時
に
は
自
分
が
酔
っ
て
い
て
故
人
を
認
め
ず
に
襲
い
か
か
る
か
も
し

れ
な
い
か
ら
。
ま
た
、
今
別
れ
て
か
ら
、
前
方
百
歩
の
所
に
あ
る
、
あ
の

丘
に
上
っ
た
ら
、
こ
ち
ら
を
振
り
返
っ
て
見
て
も
ら
い
た
い
。
自
分
は
今

の
姿
を
も
う
一
度
お
目
に
か
け
よ
う
。
勇
に
誇
ろ
う
と
し
て
で
は
な
い
。

我
が
醜
悪
な
姿
を
示
し
て
、
も
っ
て
、
再
び
こ
こ
を
過
ぎ
て
自
分
に
会
お

う
と
の
気
持
ち
を
君
に
起
こ
さ
せ
な
い
た
め
で
あ
る
と
。

【
誰
】「
李
徴
」、【
ど
の
よ
う
な
心
情
】「
再
び
自
分
に
会
う
気
を
起
こ
さ
せ
ま

い
と
す
る
」、【
心
情
の
理
由
】「
危
険
な
目
に
遭
わ
せ
た
く
な
い
か
ら
」、【
心

情
の
対
象
】「
袁
傪
に
対
し
て
」
と
整
理
で
き
、
解
答
に
は
こ
れ
ら
す
べ
て
の

要
素
が
入
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
。

〈
実
践
報
告
〉
大
学
入
試
小
説
指
導
の
詩
学

六
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問
四
・
五
ま
で
設
問
を
解
き
進
め
て
く
る
と
、
姿
を
現
す
か
否
か
に
か
か

わ
っ
て
、
小
説
序
盤
で
は
自
尊
心
を
守
る
た
め
に
姿
を
現
さ
な
か
っ
た
李
徴
が
、

小
説
終
盤
で
は
袁
傪
へ
の
思
い
か
ら
自
尊
心
と
決
別
し
て
姿
を
現
し
た
と
い
う

李
徴
の
変
化
を
読
み
取
れ
る
こ
と
に
、
多
く
の
学
習
者
が
理
解
を
示
し
た
。
こ

の
、
小
説
序
盤
と
の
対
比
か
ら
浮
か
び
上
が
る
、
自
尊
心
と
決
別
し
て
虎
と
し

て
姿
を
現
す
よ
う
に
な
っ
た
小
説
終
盤
の
李
徴
こ
そ
が
、
虎
と
し
て
生
き
て
い

く
覚
悟
を
決
め
た
、「
決
意
」
し
た
李
徴
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
李
徴
の

変
化
の
契
機
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
を
考
え
る
と
い
う
流
れ
で
、
問
六
・
七
へ

と
移
っ
た
。

　
「
問
六  

は
じ
め
、
李
徴
は
、
虎
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
理
由
を
ど
の
よ
う
に

語
っ
た
か
、
答
え
よ
」
は
「
分
か
ら
ぬ
」、「
問
七  
そ
の
後
、
李
徴
は
、
虎
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
理
由
を
ど
の
よ
う
に
語
っ
た
か
、
答
え
よ
」
は
「
臆
病
な
自

尊
心
と
、
尊
大
な
羞
恥
心
」
が
解
答
と
な
る
。

　

問
六
・
七
に
取
り
組
む
と
、
李
徴
が
変
化
す
る
過
程
に
お
い
て
、
自
分
が
虎

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
理
由
に
つ
い
て
の
語
り
に
転
換
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

李
徴
は
、
自
分
が
虎
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
理
由
を
、
初
め
は
わ
か
ら
な
い
と
し

た
が
、
後
に
自
尊
心
が
そ
の
一
因
だ
と
語
っ
た
。
自
ら
の
口
で
自
尊
心
が
自
分

の
難
だ
と
語
っ
た
こ
と
が
、
李
徴
の
変
化
の
契
機
と
な
っ
た
と
読
め
る
。
さ
ら

に
、
そ
の
よ
う
に
読
ん
だ
場
合
、
李
徴
が
自
尊
心
を
虎
に
な
っ
た
一
因
と
し
て

語
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
を
補

足
す
る
た
め
に
、
次
の
通
り
説
明
し
た
。

　

李
徴
が
、
自
分
が
虎
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
理
由
を
初
め
わ
か
ら
な
い
と
し
た

後
、
自
尊
心
が
そ
の
一
因
だ
と
語
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
間
に
描
か
れ
て
い
る

の
は
、
李
徴
の
漢
詩
の
朗
詠
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
と
な
る
の
は
、
第
四
・

五
・
六
句
の
一
連
の
内
容
で
あ
る
。

当 

時 

声 

跡 

共 

相 

高　
　

当
時  

声
跡  

共
に
相
高
し

我 

為 

異 

物 

蓬 

茅 

下　
　

我
は
異
物
と
為
る  

蓬
茅
の
下

君 

已 

乗 

軺 

気 

勢 

豪　
　

 

君
は
已
に
軺
に
乗
り
て  

気
勢
豪
な
り

「
お
笑
い
ぐ
さ
つ
い
で
」
の
「
即
席
の
詩
」
に
詠
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
、
現
在

の
自
分
と
袁
傪
を
比
べ
て
の
「
自
嘲
」（
第
五
・
六
句
）。
そ
し
て
、
そ
の
「
自

嘲
」
の
反
面
に
覗
く
の
は
、
か
つ
て
は
自
分
も
評
判
が
高
か
っ
た
の
だ
と
い
う

自
尊
心
で
あ
る
（
第
四
句
）。
こ
う
し
て
、
李
徴
は
、
漢
詩
に
自
尊
心
に
か
か

わ
る
内
容
を
詠
み
込
ん
だ
こ
と
を
呼
び
水
に
、
直
後
、
自
分
が
虎
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
一
因
に
は
自
尊
心
が
あ
る
と
語
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
し
て
、
小
説
序
盤
で
自
尊
心
を
守
る
た
め
に
姿
を
現
さ
な

か
っ
た
李
徴
は
、
小
説
中
盤
、
自
分
が
虎
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
理
由
を
初
め
は

わ
か
ら
な
い
と
し
た
が
、
漢
詩
の
朗
詠
が
分
水
嶺
と
な
っ
て
、
そ
の
後
自
尊
心

が
虎
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
の
一
因
だ
と
語
る
よ
う
に
な
り
、
小
説
終
盤
に

は
自
ら
の
口
で
自
尊
心
が
自
分
の
難
だ
と
語
っ
た
の
を
契
機
に
自
尊
心
と
決
別

し
て
虎
と
し
て
姿
を
現
す
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
読
解
が
組
み
上
が
る
。
学
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習
者
は
、
稿
者
が
設
定
し
た
大
学
入
試
小
説
的
な
設
問
に
対
し
て
、
そ
の
解
答

を
求
め
、
右
の
よ
う
な
李
徴
の
「
決
意
」
を
前
景
化
し
た
読
み
の
読
解
の
プ
ロ

セ
ス
を
、
本
文
に
即
し
て
論
理
的
に
た
ど
り
直
し
理
解
し
て
い
っ
た
。

四
、「
葛
藤
」
す
る
李
徴

　

方
針
Ⅱ
に
か
か
わ
る
授
業
内
容
を
終
え
た
後
、
続
け
て
、
方
針
Ⅰ
に
か
か
わ

る
設
問
に
取
り
組
ん
だ
。
そ
れ
が
問
八
〜
問
一
四
で
あ
る
。

　
「
問
八  

「
し
ば
ら
く
返
事
が
な
か
っ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
李
徴
の

心
情
を
説
明
せ
よ
」
は
、
問
二
・
三
と
ま
っ
た
く
同
じ
場
面
に
つ
い
て
の
設
問

で
あ
り
、
一
見
、
解
答
も
同
じ
で
よ
い
よ
う
に
見
え
る
。
確
か
に
、「
返
事
が

な
か
っ
た
」
の
は
問
二
・
三
の
解
答
の
通
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
問
八
で

問
う
て
い
る
の
は
「
し
ば
ら
く

0

0

0

0

返
事
」
を
し
な
か
っ
た
李
徴
の
心
情
に
つ
い
て

で
あ
る
。
こ
の
「
し
ば
ら
く
」
と
い
う
【
細
か
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
】
に
留
意
し
つ

つ
、【
誰
】【
ど
の
よ
う
な
心
情
】【
心
情
の
理
由
】【
心
情
の
対
象
】
を
整
理
し

た
上
で
の
解
答
を
求
め
た
。
設
問
と
次
の
本
文
か
ら
、

叢
の
中
か
ら
は
、
し紘
紘
紘
紘

ば
ら
く
返
事
が
な
か
っ
た
。
し
の
び
泣
き
か
と
思
わ

れ
る
か
す
か
な
声
が
時
々
漏
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
や
や
あ
っ
て
、
低
い

声
が
答
え
た
。「
い
か
に
も
自
分
は
隴
西
の
李
徴
で
あ
る
。」
と
。
／
袁
傪

は
恐
怖
を
忘
れ
、
馬
か
ら
下
り
て
叢
に
近
づ
き
、
懐
か
し
げ
に
久
闊
を
叙

し
た
。
そ
し
て
、
な
ぜ
叢
か
ら
出
て
こ
な
い
の
か
と
問
う
た
。
李
徴
の
声

が
答
え
て
言
う
。
自
分
は
今
や
異
類
の
身
と
な
っ
て
い
る
。
ど
う
し
て
、

お
め
お
め
と
故
人
の
前
に
あ
さ
ま
し
い
姿
を
さ
ら
せ
よ
う
か
。
か
つ
ま
た
、

自
分
が
姿
を
現
せ
ば
、
必
ず
君
に
畏
怖
嫌
厭
の
情
を
起
こ
さ
せ
る
に
決

ま
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
し紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘

か
し
、今
、図
ら
ず
も
故
人
に
会
う
こ
と
を
得紘

て紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘

、
愧
赧
の
念
を
も
忘
れ
る
ほ
ど
に
懐
か
し
い
。
ど
う
か
、
ほ
ん
の
し
ば

ら
く
で
い
い
か
ら
、
我
が
醜
悪
な
今
の
外
形
を
い
と
わ
ず
、
か
つ
て
君
の

友
李
徴
で
あ
っ
た
こ紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘

の
自
分
と
話
を
交
わ
し
て
く
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
線
部
よ
り
【
誰
】「
李
徴
」、【
ど
の
よ
う
な
心
情
】「
卑
し
い
姿
だ
と
自
覚
し

て
い
る
」
お
よ
び
「
袁
傪
に
怖
が
り
嫌
が
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
」、【
心
情
の
理
由
】「
異
類
の
身
と
な
っ
た
か
ら
」、【
心
情
の
対
象
】「
自

分
の
姿
に
対
し
て
」、
ま
た
波
線
部
よ
り
【
細
か
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
】
そ
の
一
方

で
「
懐
か
し
く
、
話
を
交
わ
し
た
い
」
と
整
理
で
き
、
解
答
に
は
こ
れ
ら
す
べ

て
の
要
素
が
入
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
。

　

問
一
・
二
・
三
か
ら
、
自
尊
心
を
守
る
た
め
に
姿
を
現
さ
な
い
と
い
う
行
動

を
選
ん
だ
と
見
え
た
李
徴
が
、
問
八
に
取
り
組
む
と
、
実
は
心
の
中
で
は
「
葛

藤
」
し
て
い
た
と
読
み
取
れ
る
こ
と
に
、
多
く
の
学
習
者
が
理
解
を
示
し
た
。

　

問
九
〜
問
一
三
は
、
小
説
中
盤
で
も
、「
人
間
の
心
が
す
っ
か
り
消
え
て
し

ま
え
ば
」「
し
あ
わ
せ
」
だ
が
「
恐
ろ
し
」
い
や
、「
臆
病
な
自
尊
心
と
、
尊
大

な
羞
恥
心
」
な
ど
、
一
貫
し
て
、
李
徴
が
自
分
の
抱
え
る
「
葛
藤
」
を
語
っ
て

い
る
こ
と
を
読
み
取
る
た
め
の
設
問
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
「
葛
藤
」
の

〈
実
践
報
告
〉
大
学
入
試
小
説
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の
詩
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両
極
に
あ
る
心
情
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
読
み
取
る
た
め
の
設

問
で
あ
る
。
紙
幅
の
都
合
、
詳
細
な
解
答
は
割
愛
す
る
。

　
「
問
一
四  
「
悲
泣
の
声
」
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
李
徴
の
心
情
を
説
明
せ

よ
」
も
ま
た
、
問
八
同
様
の
趣
旨
の
設
問
で
あ
る
。
問
四
・
五
と
ま
っ
た
く
同

じ
場
面
に
つ
い
て
の
設
問
で
あ
り
、
一
見
、
解
答
も
同
じ
で
よ
い
よ
う
に
見
え

る
。
確
か
に
、「
悲
泣
の
声
」
で
語
っ
た
内
容
は
問
四
・
五
の
解
答
の
通
り
と

い
う
こ
と
に
な
る
が
、
問
一
四
で
問
う
て
い
る
の
は
そ
の
内
容
を
「
悲0

泣
の

声
」
で
語
っ
た
李
徴
の
心
情
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
「
悲
泣
の
声
」
と
い
う

【
細
か
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
】
に
留
意
し
つ
つ
、【
誰
】【
ど
の
よ
う
な
心
情
】【
心
情

の
理
由
】【
心
情
の
対
象
】
を
整
理
し
た
上
で
の
解
答
を
求
め
た
。
設
問
と
次

の
本
文
、

そ
う
い
う
時
、
俺
は
、
向
こ
う
の
山
の
頂
の
巌
に
上
り
、
空
谷
に
向
か
っ

て
ほ
え
る
。
こ紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘

の
胸
を
灼
く 

悲
し
み 

を
誰
か
に
訴
え
た
い
の
だ
。
俺
は

昨
夕
も
、
あ
そ
こ
で
月
に
向
か
っ
て
ほ
え
た
。
誰
か
に
こ
の
苦
し
み
が
分

か
っ
て
も
ら
え
な
い
か
と
。
し
か
し
、
獣
ど
も
は
俺
の
声
を
聞
い
て
、
た

だ
、
懼
れ
、
ひ
れ
伏
す
ば
か
り
。
山
も
木
も
月
も
露
も
、
一
匹
の
虎
が
怒

り
狂
っ
て
、
哮
っ
て
い
る
と
し
か
考
え
な
い
。
天
に
躍
り
地
に
伏
し
て
嘆

い
て
も
、
誰紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘

一
人
俺
の
気
持
ち
を
分
か
っ
て
く
れ
る
者
は
な
い
。
ち
ょ
う

ど紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘

、
人
間
だ
っ
た
頃
、
俺
の
傷
つ
き
や
す
い
内
心
を
誰
も
理
解
し
て
く
れ

な紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘

か
っ
た
よ
う
に
。
俺
の
毛
皮
の
ぬ
れ
た
の
は
、
夜
露
の
た
め
ば
か
り
で

は紘
紘
紘
な
い
。

お
よ
び
次
の
本
文
か
ら
、

袁
傪
が
嶺
南
か
ら
の
帰
途
に
は
決
し
て
こ
の
道
を
通
ら
な
い
で
ほ
し
い
、

そ
の
時
に
は
自
分
が
酔
っ
て
い
て
故
人
を
認
め
ず
に
襲
い
か
か
る
か
も
し

れ
な
い
か
ら
。
ま
た
、
今
別
れ
て
か
ら
、
前
方
百
歩
の
所
に
あ
る
、
あ
の

丘
に
上
っ
た
ら
、
こ
ち
ら
を
振
り
返
っ
て
見
て
も
ら
い
た
い
。
自
分
は
今

の
姿
を
も
う
一
度
お
目
に
か
け
よ
う
。
勇
に
誇
ろ
う
と
し
て
で
は
な
い
。

我
が
醜
悪
な
姿
を
示
し
て
、
も
っ
て
、
再
び
こ
こ
を
過
ぎ
て
自
分
に
会
お

う
と
の
気
持
ち
を
君
に
起
こ
さ
せ
な
い
た
め
で
あ
る
と
。
／
袁
傪
は
叢
に

向
か
っ
て
、
懇
ろ
に
別
れ
の
言
葉
を
述
べ
、
馬
に
上
っ
た
。
叢
の
中
か
ら

は
、
ま
た
、
堪
え
え
ざ
る
が
ご
と
き 

悲紘
紘
紘
紘

 

泣
の
声
が
漏
れ
た
。
袁
傪
も
幾

度
か
叢
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
涙
の
う
ち
に
出
発
し
た
。

実
線
部
よ
り
【
誰
】「
李
徴
」、【
ど
の
よ
う
な
心
情
】「
再
び
自
分
に
会
う
気
を

起
こ
さ
せ
ま
い
と
す
る
」、【
心
情
の
理
由
】「
危
険
な
目
に
遭
わ
せ
た
く
な
い

か
ら
」、【
心
情
の
対
象
】「
袁
傪
に
対
し
て
」、
ま
た
波
線
部
よ
り
【
細
か
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
】
そ
の
一
方
で
「
そ
の
悲
し
み
を
誰
か
に
わ
か
っ
て
ほ
し
い
」
と

整
理
で
き
、
解
答
に
は
こ
れ
ら
す
べ
て
の
要
素
が
入
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
こ

と
を
説
明
し
た
。

　

問
一
・
二
・
三
と
問
八
の
関
係
と
同
じ
く
、
問
四
・
五
か
ら
、
自
尊
心
と
決

別
し
て
姿
を
現
す
と
い
う
行
動
を
選
ん
だ
と
見
え
た
李
徴
が
、
問
一
四
に
取
り

〈
実
践
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告
〉
大
学
入
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小
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組
む
と
、
実
は
心
の
中
で
は
「
葛
藤
」
し
て
い
た
と
読
み
取
れ
る
こ
と
に
、
多

く
の
学
習
者
が
理
解
を
示
し
た
。
以
上
よ
り
、
問
八
〜
一
四
か
ら
は
、
小
説
全

編
を
通
し
て
李
徴
が
「
葛
藤
」
し
て
い
た
と
い
う
読
解
が
組
み
上
が
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
一
度
は
、
問
一
〜
七
へ
の
解
答
を
進
め
、「
決
意
」
し

た
李
徴
の
物
語
の
読
解
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
本
文
に
即
し
て
論
理
的
に
た
ど
り
直

し
理
解
し
た
学
習
者
は
、
今
度
は
、
問
一
〜
七
と
は
意
図
を
変
え
て
設
定
さ
れ

た
問
八
〜
問
一
四
を
解
き
、「
葛
藤
」
す
る
李
徴
の
物
語
と
い
う
先
と
は
異
な

る
論
理
の
読
解
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
本
文
に
即
し
て
論
理
的
に
た
ど
り
直
し
理
解

し
て
い
っ
た
。
大
学
入
試
小
説
の
解
法
を
習
得
す
る
た
め
の
設
問
を
十
分
量
・

複
数
パ
タ
ー
ン
こ
な
し
た
上
で
、
学
習
者
の
目
の
前
に
、
一
つ
の
小
説
に
対
し

て
、
二
つ
の
読
解

―
い
ず
れ
も
設
問
の
解
答
＝
本
文
に
根
拠
を
持
っ
た

―

が
差
し
出
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
方
針
Ⅲ
の
通
り
、
大
学
入
試

小
説
の
解
法
を
指
導
す
る
な
か
で
、
正
し
い
意
味
で

0

0

0

0

0

0

、
小
説
の
多
様
な
解
釈
の

可
能
性
を
触
知
さ
せ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
。

結
び
に
代
え
て

　
「
山
月
記
」
を
例
に
、
稿
者
が
設
定
し
た
大
学
入
試
小
説
的
な
設
問
に
対
し

て
、
学
習
者
が
そ
の
解
答
を
求
め
る
こ
と
で
、
学
習
者
の
初
読
の
感
想
を
も
と

に
稿
者
が
仕
掛
け
た
読
解
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
本
文
に
即
し
て
論
理
的
に
た
ど
り

直
し
理
解
す
る
こ
と
を
狙
っ
た
授
業
実
践
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
ま
た
、
同

じ
「
山
月
記
」
で
、
稿
者
が
意
図
を
変
え
て
設
定
し
た
設
問
に
対
し
て
、
学
習

者
が
続
け
て
こ
れ
も
解
く
こ
と
で
、
先
と
は
異
な
る
論
理
の
読
解
に
出
会
う
こ

と
、
す
な
わ
ち
、
あ
く
ま
で
も
大
学
入
試
小
説
の
解
法
の
指
導
を
端
緒
と
し
つ

つ
、
小
説
の
多
様
な
解
釈
の
可
能
性
を
触
知
さ
せ
る
こ
と
を
狙
っ
た
授
業
実
践

に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
形
で
、
大
学
入
試
小
説
の
解
法
を
活
か

し
、「
読
解
リ
テ
ラ
シ
ー
」
を
育
み
、
ま
た
、
大
学
入
試
小
説
と
小
説
を
多
様

に
解
釈
す
る
こ
と
の
間
を
架
け
橋
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

さ
て
、
最
後
に
、
忘
れ
ら
れ
な
い
出
来
事
を
一
つ
紹
介
し
て
、
結
び
に
代
え

る
こ
と
と
し
た
い
。

　

本
報
告
に
示
し
た
授
業
内
容
を
す
べ
て
終
え
た
後
、
定
期
考
査
を
前
に
一
人

の
生
徒
が
私
の
と
こ
ろ
を
訪
ね
て
き
た
。
そ
の
生
徒
は
、
授
業
内
容
に
つ
い
て

丁
寧
に
質
問
・
確
認
し
て
い
く
と
、「
読
解
に
つ
い
て
、
二
通
り
、
そ
れ
ぞ
れ

設
問
の
意
図
が
ど
う
違
う
の
か
も
含
め
て
、
理
解
で
き
ま
し
た
。
定
期
考
査
で

は
、
高
得
点
を
と
れ
そ
う
で
す
」
と
言
っ
て
、
私
を
安
堵
さ
せ
た
。
し
か
し
、

そ
の
生
徒
は
続
け
て
、
次
の
よ
う
な
こ
と
も
ま
た
、
言
っ
た
の
で
あ
る
。

で
も
、
こ
の
二
通
り
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
何
な
ん

0

0

0

で
す
か
？  

「
山
月
記
」
が
言
い
た
い
こ
と
と
い
う
か
、
批
評
性
と
い
う
か
、
そ
う
い

う
と
こ
ろ
ま
で
知
り
た
い
で
す
。

　

私
は
、
頼
も
し
い
思
い
が
し
た
。
そ
の
生
徒
の
言
う
通
り
で
あ
ろ
う
。
私
が

示
し
た
読
解
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
本
文
に
即
し
て
論
理
的
に
た
ど
り
直
し
理
解
し

〈
実
践
報
告
〉
大
学
入
試
小
説
指
導
の
詩
学
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た
こ
と
は
、「
読
解
リ
テ
ラ
シ
ー
」
を
身
に
付
け
る
た
め
の
一
つ
の
段
階
に
過

ぎ
ず
、
ま
た
、
小
説
の
多
様
な
解
釈
を
楽
し
む
た
め
の
初
め
の
一
歩
に
過
ぎ
な

い
。
授
業
な
ん
て
踏
み
台
に
し
て
、「
山
月
記
」
の
本
文
に
も
っ
と
幅
広
く
目

配
せ
を
し
て
、
別
の
論
理
で
の
読
解
を
、
自
分
な
り
に
自
由
に
試
み
て
く
れ
れ

ば
い
い
。
テ
ク
ス
ト
を
め
ぐ
る
環
境
に
視
野
を
広
げ
て
、「
山
月
記
」
の
批
評

性

―
同
時
代
的
な
、
あ
る
い
は
現
代
に
お
け
る
、
そ
し
て
生
徒
本
人
が
生
き

抜
か
ね
ば
な
ら
な
い
未
来
に
対
す
る

―
に
ま
で
、
自
分
な
り
に
自
由
に
考
え

を
及
ぼ
し
て
く
れ
れ
ば
い
い
。

　

こ
れ
が
、〈
文
学
〉
が
立
ち
上
が
っ
た
瞬
間
で
な
け
れ
ば
、「
何
な
ん

0

0

0

」
だ
と

い
う
の
か
。
大
学
入
試
小
説
の
解
法
を
活
か
し
、
小
説
の
多
様
な
解
釈
へ
と
つ

な
げ
る
こ
と
は
、
確
か
に
成
し
う
る
よ
う
で
あ
る
。

注①　

山
田
哲
久
「
安
部
公
房
「
棒
」

―
リ
テ
ラ
シ
ー
の
向
上
を
目
指
し
て

―
」

（『
同
志
社
国
文
学
』
七
九
、
二
〇
一
三
年
一
二
月
）。

②　

安
松
拓
真
「
山
月
記  

中
島
敦

―
次
に
虎
に
な
る
の
は
誰
か
？
」（
石
井
正
己

編
『
国
語
教
科
書
の
定
番
教
材
を
検
討
す
る
！
』
三
弥
井
書
店
、
二
〇
二
一
年
一

月
）。

③　

以
下
の
Ａ
〜
Ｆ
に
つ
い
て
、
句
読
点
を
加
え
る
、
明
ら
か
な
誤
字
・
脱
字
を
正
す
、

文
意
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
中
略
を
行
う
な
ど
、
便
宜
上
、
実
際
に
提
出
さ

れ
た
感
想
か
ら
、
一
部
、
文
章
を
改
め
た
。

④　

中
野
芳
樹
『
現
代
文  

読
解
の
基
礎
講
義
』（
駿
台
文
庫
、
二
〇
一
二
年
一
〇
月
）。

本
報
告
第
二
章
に
お
け
る
、
同
書
か
ら
の
引
用
文
に
付
し
た
括
弧
内
の
頁
数
は
、
引

用
文
の
同
書
中
で
の
所
在
を
示
す
。

＊
引
用
文
に
施
し
た
傍
線
・
傍
点
な
ど
は
、
特
に
断
り
の
な
い
限
り
、
す
べ
て
稿
者
に

よ
る
。

＊
本
報
告
に
お
け
る
「
山
月
記
」
本
文
の
引
用
は
、『
精
選
現
代
文
Ｂ
』〈
２ 

｜ 

東
書 

｜  

現
Ｂ
３

２

２

〉（
東
京
書
籍
、
平
成
二
九
年
二
月
二
八
日
検
定
済
）
に
拠
っ
た
。

〔
付
記
〕　

本
報
告
は
、
同
志
社
大
学
教
職
課
程
が
設
け
る
教
職
に
関
す
る
科
目
「
教
職

実
践
演
習
（
中
・
高
）
」
で
の
同
題
の
講
演
（
二
〇
二
二
年
一
二
月
二
六
日
）

に
基
づ
き
、
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
講
演
の
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
い

ま
し
た
関
係
の
皆
様
、
当
日
貴
重
な
ご
質
問
や
ご
意
見
を
賜
り
ま
し
た
学
生
の

皆
様
に
、
末
筆
な
が
ら
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　

ま
た
、
本
報
告
の
授
業
実
践
を
試
み
る
に
あ
た
り
ご
助
言
い
た
だ
い
た
龍
谷

大
学
付
属
平
安
高
等
学
校
・
中
学
校
国
語
科
の
先
生
方
、
な
に
よ
り
こ
の
授
業

を
一
生
懸
命
に
受
け
て
く
れ
た
生
徒
の
み
ん
な
に
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。

〈
実
践
報
告
〉
大
学
入
試
小
説
指
導
の
詩
学
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