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二
三
の
一

第
１
問

１　

次
の

（1）
〜

（4）
の
問
い
に
そ
れ
ぞ
れ
答
え
な
さ
い
。

（1）　

次
の
文
は
平
成
三
十
年
告
示
の
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
の
解
説
に
お
け
る
「
第
１
部　

芸
術
編
」

「
第
２
章　

各
科
目
」「
第
10
節　

書
道
Ⅰ
」
の
〔
共
通
事
項
〕
の
「
④
造
形
性
と
空
間
性
」
の
一
部

を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

①

、

②

、

③

に
該
当
す
る
適
切
な
語
句
の

組
み
合
わ
せ
を
、
あ
と
の
a
〜
e
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

ア

　

書
は
視
覚
芸
術
で
あ
り
、
造
形
芸
術
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
書
に
は
、
視
覚
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ

る
文
字
及
び
文
字
群
の
造
形
が
あ
る
。
表
現
に
お
い
て
は
、
文
字
と
し
て
の

①

を
確
保
し

な
が
ら
、
表
現
上
の
対
象
と
し
て
様
々
に
文
字
及
び
文
字
群
の
造
形
を
工
夫
す
る
こ
と
に
な
る
。
均

斉
、
均
衡
、
変
化
、
統
一
等
の
「
造
形
性
」
に
、「
時
間
性
」
や
「
運
動
性
」
が
生
み
出
す

「

②

」
が
加
わ
っ
て
様
々
な
「
形
態
美
」
が
生
じ
、
そ
の
先
に
「

③

」
が
も
た

ら
さ
れ
る
。
加
え
て
、
用
具
・
用
材
に
よ
る
濃
淡
・
潤
渇
等
の
「
墨
色
の
美
」、
用
筆
・
運
筆
や
筆

鋒
の
開
閉
か
ら
生
ま
れ
る
「
線
の
美
」
も
「
造
形
性
」
を
担
う
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

a　

①　

規
則
性　
　

②　

律
動
性　
　

③　

整
斉
の
美

b　

①　

基
準
性　
　

②　

周
期
性　
　

③　

調
和
の
美

c　

①　

規
範
性　
　

②　

律
動
性　
　

③　

調
和
の
美

d　

①　

規
範
性　
　

②　

周
期
性　
　

③　

つ
り
合
い
の
美

e　

①　

規
則
性　
　

②　

均
衡
性　
　

③　

整
斉
の
美



二
三
の
二

（2）　

平
成
三
十
年
告
示
の
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
の
解
説
に
お
け
る
「
第
１
部　

芸
術
編
」「
第
３

章　

各
科
目
に
わ
た
る
指
導
計
画
の
作
成
と
内
容
の
取
扱
い
」
の
う
ち
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深

い
学
び
の
実
現
に
向
け
た
授
業
改
善
」
の
内
容
に
関
す
る
文
と
し
て
誤
っ
て
い
る
も
の
を
、
次
の
a

〜
e
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

イ

a　

こ
れ
か
ら
の
時
代
に
求
め
ら
れ
る
資
質
・
能
力
を
身
に
付
け
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
能
動
的
に
学

び
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
優
れ
た
教
育
実
践
の
蓄
積
も
生

か
し
な
が
ら
、
学
習
の
質
を
一
層
高
め
る
授
業
改
善
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

ｂ　

指
導
に
当
た
っ
て
は
、
学
力
の
三
要
素
が
偏
り
な
く
実
現
さ
れ
る
よ
う
、
題
材
な
ど
内
容
や
時

間
の
ま
と
ま
り
を
見
通
し
な
が
ら
、
生
徒
の
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
の
実
現
に
向
け
た
授

業
改
善
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

c　

主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
は
、
１
単
位
時
間
の
授
業
の
中
で
全
て
実
現
す
る
こ
と
が
望
ま

し
く
、
題
材
な
ど
内
容
や
時
間
の
ま
と
ま
り
の
中
で
、
学
び
の
深
ま
り
を
つ
く
り
だ
す
た
め
に
、

生
徒
が
考
え
る
場
面
と
教
師
が
教
え
る
場
面
を
ど
の
よ
う
に
組
み
立
て
る
か
、
と
い
っ
た
観
点
で

授
業
改
善
を
進
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

ｄ　

生
徒
や
学
校
の
実
態
に
応
じ
、
多
様
な
学
習
活
動
を
組
み
合
わ
せ
て
授
業
を
組
み
立
て
て
い
く

こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
題
材
な
ど
内
容
や
時
間
の
ま
と
ま
り
を
見
通
し
た
学
習
を
行
う
に
当
た
り

基
礎
と
な
る
「
知
識
及
び
技
能
」
の
習
得
に
課
題
が
見
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
身
に
付
け
る

た
め
に
、
生
徒
の
主
体
性
を
引
き
出
す
な
ど
の
工
夫
を
重
ね
、
確
実
な
習
得
を
図
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

e　

芸
術
科
に
お
い
て
は
、
芸
術
に
関
す
る
各
科
目
の
特
質
に
つ
い
て
理
解
す
る
と
と
も
に
、
創
造

的
な
表
現
を
工
夫
し
た
り
、
芸
術
の
よ
さ
や
美
し
さ
を
深
く
味
わ
っ
た
り
す
る
過
程
を
大
切
に
し

た
学
習
の
充
実
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

（3）　

次
の
文
は
平
成
三
十
年
告
示
の
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
の
解
説
に
お
け
る
「
第
１
部　

芸
術
編
」

「
第
３
章　

各
科
目
に
わ
た
る
指
導
計
画
の
作
成
と
内
容
の
取
扱
い
」
の
う
ち
、「
障
害
の
あ
る
生
徒

な
ど
へ
の
指
導
」
の
内
容
の
一
部
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

④

に
該
当
す
る
適
切
な
語
句

を
、
あ
と
の
a
〜
e
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

ウ

　

障
害
の
あ
る
生
徒
な
ど
の
指
導
に
当
た
っ
て
は
、
個
々
の
生
徒
に
よ
っ
て
、
見
え
に
く
さ
、
聞
こ

え
に
く
さ
、

④

、
移
動
上
の
制
約
、
健
康
面
や
安
全
面
で
の
制
約
、
発
音
の
し
に
く
さ
、

心
理
的
な
不
安
定
、
人
間
関
係
形
成
の
困
難
さ
、
読
み
書
き
や
計
算
等
の
困
難
さ
、
注
意
の
集
中
を

持
続
す
る
こ
と
が
苦
手
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
学
習
活
動
を
行
う
場
合
に
生
じ
る
困
難
さ
が
異
な
る
こ

と
に
留
意
し
、
個
々
の
生
徒
の
困
難
さ
に
応
じ
た
指
導
内
容
や
指
導
方
法
を
工
夫
す
る
こ
と
を
、
各

教
科
等
に
お
い
て
示
し
て
い
る
。

a　

知
覚
し
た
こ
と
を
動
作
化
す
る
困
難
さ

ｂ　

材
料
な
ど
の
違
い
を
感
じ
取
る
困
難
さ

c　

素
材
な
ど
の
変
化
を
見
分
け
る
困
難
さ

ｄ　

用
材
の
選
択
の
困
難
さ

e　

道
具
の
操
作
の
困
難
さ



二
三
の
三

（4）　

平
成
三
十
年
告
示
の
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
の
解
説
に
お
け
る
「
第
１
部　

芸
術
編
」「
第
３
章　

各
科
目
に
わ
た
る
指
導
計
画
の
作
成
と
内
容
の
取
扱
い
」
の
う
ち
、「
情
報
機
器
の
活
用
等
に
関
す
る

配
慮
事
項
」
の
一
部
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑤

に
該
当
す
る
適
切
な
語
句
を
、
あ
と
の

a
〜
e
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

エ

　

各
科
目
の
表
現
や
鑑
賞
の
学
習
で
は
、
適
切
な
資
料
や
情
報
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
徒

の
発
想
や
意
欲
を
刺
激
し
、
効
果
的
に
学
習
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
学
校
の

実
態
に
応
じ
て

⑤

な
ど
の
活
用
を
図
っ
た
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
積
極
的
に
活
用
し
た
り
し
た
指
導
計
画
を
工
夫
す
る
必
要
が
あ
る
。

ａ　

学
校
図
書
館　
　

ｂ　

美
術
館　
　
ｃ　

博
物
館　
　

ｄ　

郷
土
資
料
館

ｅ　

国
立
・
県
立
図
書
館

２　

次
の

（1）
・

（2）
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

（1）　

次
の
文
は
平
成
三
十
年
告
示
の
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
「
第
２
章　

各
学
科
に
共
通

す
る
各
教
科
」「
第
７
節　

芸
術
」「
第
12　

書
道
Ⅲ
」
の
「
２　

内
容
」「
Ａ　

表
現
」
の
「
⑴　

漢
字
仮
名
交
じ
り
の
書
」
の
ア
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑥

に
該
当
す
る
適
切
な
語
句
を
、

あ
と
の
a
〜
e
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

オ

ア　

主
体
的
な
構
想
に
基
づ
く

⑥

な
表
現
を
追
求
す
る
こ
と
。

ａ　

独
創
的
、
新
規
的　
　

ｂ　

個
性
的
、
創
造
的　
　
ｃ　

新
規
的
、
発
展
的

ｄ　

独
創
的
、
創
造
的　
　
ｅ　

個
性
的
、
発
展
的

（2）　

次
の
文
は
平
成
三
十
年
告
示
の
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
「
第
２
章　

各
学
科
に
共
通

す
る
各
教
科
」「
第
７
節　

芸
術
」「
第
12　

書
道
Ⅲ
」
の
「
２　

内
容
」「
Ｂ　

鑑
賞
」
の
「
⑴　

鑑
賞
」
の
ア
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑦

、

⑧

に
該
当
す
る
適
切
な
語
句
の
組

み
合
わ
せ
を
、
あ
と
の
a
〜
e
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

カ

ア　

鑑
賞
に
関
わ
る
知
識
を
得
た
り
生
か
し
た
り
し
な
が
ら
、
次
の
ア
及
び
イ
に
つ
い
て
考
え
、
書

の
よ
さ
や
美
し
さ
を
味
わ
っ
て
深
く
捉
え
る
こ
と
。

ア　

書
の

⑦

価
値

イ　

⑧

書
の
芸
術
性

ａ　

⑦　

一
般
的　
　

⑧　

伝
統
を
踏
ま
え
た

ｂ　

⑦　

社
会
的　
　

⑧　

学
書
を
踏
ま
え
た

ｃ　

⑦　

現
代
的　
　

⑧　

伝
統
を
踏
ま
え
た

ｄ　

⑦　

普
遍
的　
　

⑧　

書
論
を
踏
ま
え
た

ｅ　

⑦　

永
遠
的　
　

⑧　

学
書
を
踏
ま
え
た



二
三
の
四

３　

次
の

（1）
〜

（4）
の
問
い
に
そ
れ
ぞ
れ
答
え
な
さ
い
。

（1）　

次
の
文
は
平
成
三
十
年
告
示
の
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
の
解
説
に
お
け
る
「
第
１
部　

芸
術
編
」

「
第
２
章　

各
科
目
」「
第
10
節　

書
道
Ⅰ
」
の
「
２　

目
標
」
の
「
科
目
の
目
標
⑵
」
に
関
す
る
内

容
の
一
部
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑨

、

⑩

、

⑪

に
該
当
す
る
適
切

な
語
句
の
組
み
合
わ
せ
を
、
あ
と
の
a
〜
e
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

キ

　
書
の
よ
さ
や
美
し
さ
を
感
受
し
と
は
、
表
現
領
域
の
臨
書
活
動
や
鑑
賞
領
域
に
お
い
て
、
ま
ず
書

の
よ
さ
や
美
し
さ
を
直
感
的
に
受
け
止
め
、
そ
れ
が

⑨

と
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

意
図
に
基
づ
い
て
構
想
し
表
現
を
工
夫
し
と
は
、
生
徒
が
自
ら
心
に
響
く
言
葉
を
選
定
し
た
り
、

内
的
欲
求
や
外
的
刺
激
に
よ
る
感
動
に
よ
っ
て
お
こ
る
思
い
や
感
興
に
基
づ
い
て
、
作
品
を
構
想
し

表
現
を
工
夫
し
た
り
し
て
、

⑩

作
品
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

（
略
）

　

書
の
美
を
味
わ
い
捉
え
た
り
す
る
と
は
、
書
を
構
成
す
る
要
素
や
表
現
性
、
表
現
効
果
や
風
趣
の

視
点
を
も
っ
て
、
作
品
や
書
の
よ
さ
や
美
し
さ
を
感
じ
取
り
、
そ
れ
を
生
み
出
す

⑪

を
考

え
、
感
性
を
働
か
せ
て
、
評
価
し
な
が
ら
作
品
や
書
を
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。

a　

⑨　

活
動
の
発
端　
　
　

⑩　

目
標
に
応
じ
て　
　
　
　

⑪　

理
由

b　

⑨　

活
動
の
契
機　
　
　

⑩　

試
行
錯
誤
し
な
が
ら　
　

⑪　

根
拠

c　

⑨　

活
動
の
ね
ら
い　
　

⑩　

ね
ら
い
に
応
じ
た　
　
　

⑪　

要
因

d　

⑨　

活
動
の
契
機　
　
　

⑩　

意
図
に
沿
っ
た　
　
　
　

⑪　

根
拠

e　

⑨　

活
動
の
発
端　
　
　

⑩　

意
図
に
応
じ
た　
　
　
　

⑪　

理
由

（2）　

次
の
文
は
平
成
三
十
年
告
示
の
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
の
解
説
に
お
け
る
「
第
１
部　

芸
術
編
」

「
第
２
章　

各
科
目
」「
第
10
節　

書
道
Ⅰ
」
の
「
３　

内
容
」
の
「
Ｂ　

鑑
賞
」
に
関
す
る
内
容
の
一

部
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑫

、

⑬

に
該
当
す
る
適
切
な
語
句
の
組
み
合
わ
せ

を
、
あ
と
の
a
〜
e
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

ク

　

こ
こ
で
の
「
知
識
」
は
、
書
の
よ
さ
や
美
し
さ
を
味
わ
っ
て
捉
え
る
過
程
を
通
し
て
実
感
的
に
習

得
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
作
品
の
名
称
や
鑑
賞
に
関
す
る
用
語
等
を

⑫

す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
よ
う
な
活
動
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
知
識
を
習
得
し
て
か

ら
、
書
の
よ
さ
や
美
し
さ
を
味
わ
っ
て
捉
え
る
と
い
っ
た

⑬

を
も
っ
て
育
成
す
る
も
の
で

は
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

a　

⑫　

記
録　
　

⑬　

順
序
性

b　

⑫　

記
憶　
　

⑬　

系
統
性

c　

⑫　

記
録　
　

⑬　

段
階

d　

⑫　

理
解　
　

⑬　

連
動
性

e　

⑫　

記
憶　
　

⑬　

順
序
性



二
三
の
五

（3）　

次
の
文
は
、
国
立
教
育
政
策
研
究
所
の
「『
指
導
と
評
価
の
一
体
化
』
の
た
め
の
学
習
評
価
に
関

す
る
参
考
資
料
」
に
お
け
る
「
第
１
編　

総
説
」
の
「
第
１
章　

平
成
三
〇
年
の
高
等
学
校
学
習
指

導
要
領
改
訂
を
踏
ま
え
た
学
習
評
価
の
改
善
」
の
「
２　

平
成
三
〇
年
の
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領

改
訂
を
踏
ま
え
た
学
習
評
価
の
意
義
」
の
「

（4）　

学
習
評
価
の
改
善
の
基
本
的
な
方
向
性
」
の
内
容

の
一
部
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑭

、

⑮

、

⑯

、

⑰

に
該

当
す
る
適
切
な
語
句
の
組
み
合
わ
せ
を
、
あ
と
の
a
〜
e
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

ケ

①　

児
童
生
徒
の

⑭

に
つ
な
が
る
も
の
に
し
て
い
く
こ
と

②　

教
師
の

⑮

に
つ
な
が
る
も
の
に
し
て
い
く
こ
と

③　

こ
れ
ま
で

⑯

と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
も
、

⑰

が
認
め
ら
れ
な
い
も

の
は
見
直
し
て
い
く
こ
と

a　

⑭　

学
習
改
善　
　
　
　
　

⑮　

指
導
改
善　
　

⑯　

慣
行　
　

⑰　

必
要
性
・
妥
当
性

b　

⑭　

主
体
的
な
学
び　
　
　

⑮　

授
業
改
善　
　

⑯　

伝
統　
　

⑰　

妥
当
性
・
信
頼
性

c　

⑭　

意
欲
的
な
学
び　
　
　

⑮　

資
質
向
上　
　

⑯　

慣
例　
　

⑰　

必
要
性
・
普
遍
性

d　

⑭　

深
い
学
び　
　
　
　
　

⑮　

指
導
改
善　
　

⑯　

習
慣　
　

⑰　

必
然
性
・
妥
当
性

e　

⑭　

学
び
に
向
か
う
力　
　

⑮　

授
業
改
善　
　

⑯　

慣
行　
　

⑰　

信
頼
性
・
確
実
性

（4）　

次
の
文
は
、
国
立
教
育
政
策
研
究
所
の
「『
指
導
と
評
価
の
一
体
化
』
の
た
め
の
学
習
評
価
に
関

す
る
参
考
資
料
」
に
お
け
る
「
第
１
編　

総
説
」
の
「
第
１
章　

４　

平
成
三
〇
年
の
高
等
学
校
学

習
指
導
要
領
改
訂
に
お
け
る
各
教
科
・
科
目
の
学
習
評
価
」
の
内
容
に
関
す
る
文
と
し
て
誤
っ
て
い

る
も
の
を
、
次
の
a
〜
e
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

コ

a　
「
知
識
・
技
能
」
の
評
価
は
、
各
教
科
等
の
既
有
の
知
識
及
び
技
能
と
関
連
付
け
た
り
活
用
し

た
り
す
る
中
で
、
他
の
学
習
や
生
活
の
場
面
で
も
活
用
で
き
る
程
度
に
概
念
等
を
理
解
し
た
り
、

技
能
を
習
得
し
た
り
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
も
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。

b　
「
知
識
・
技
能
」
の
具
体
的
な
評
価
の
方
法
と
し
て
は
、
ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
に
お
い
て
、
事
実

的
な
知
識
の
習
得
を
問
う
問
題
と
知
識
の
概
念
的
な
理
解
を
問
う
問
題
と
の
バ
ラ
ン
ス
に
配
慮
す

る
と
と
も
に
、
実
際
に
知
識
や
技
能
を
用
い
る
場
面
を
設
け
る
な
ど
、
多
様
な
方
法
を
適
切
に
取

り
入
れ
て
い
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

c　
「
思
考
・
判
断
・
表
現
」
の
評
価
は
、
各
教
科
等
の
知
識
及
び
技
能
を
活
用
し
て
課
題
を
解
決

す
る
等
の
た
め
に
必
要
な
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
を
身
に
付
け
て
い
る
か
を
評
価
す
る
も

の
で
あ
る
。

d　
「
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度
」
の
評
価
に
際
し
て
は
、
各
教
科
等
の
観
点
の
趣
旨
に
照

ら
し
て
、
知
識
及
び
技
能
を
習
得
し
た
り
、
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
を
身
に
付
け
た
り
す

る
た
め
に
、
自
ら
の
学
習
状
況
を
調
整
し
な
が
ら
、
学
ぼ
う
と
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
意
思

的
な
側
面
を
評
価
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

e　
「
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度
」
の
評
価
に
際
し
て
は
、
単
に
継
続
的
な
行
動
や
積
極
的

な
発
言
を
行
う
な
ど
、
性
格
や
行
動
面
の
傾
向
を
評
価
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



二
三
の
六第

２
問

１　

次
の
文
章
を
読
み
、
あ
と
の

（1）
〜

（4）
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

殷
か
ら
春
秋
・
戦
国
時
代
に
至
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
で
多
様
に
展
開
さ
れ
て
い
た

①

は
、
統
一
国
家
の
秦
に
よ
っ
て
、

②

と
い
う
一
つ
の
形
に
整
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
文
字
を
読
み
書
き
で
き
る
の
は
官
職
に
あ
る
役
人
な
ど
の
限
ら
れ
た
人
々
で
、
彼
ら
が
使
用
す
る

用
具
・
用
材
や
、
筆
記
す
る
文
書
量
の
増
加
な
ど
に
よ
り
、

②

以
外
の
実
用
的
な
書
体
が
発

達
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
隷
書
の
始
ま
り
で
す
。

　

隷
書
で
は
、
円
運
動
が
多
く
曲
線
的
な

①

の
点
画
が
直
線
化
し
、
水
平
垂
直
の
意
識
が
生

ま
れ
、
左
右
の
払
い
と
い
う
毛
筆
な
ら
で
は
の
用
筆
が
出
現
し
ま
す
。
③
木
竹
片
へ
の
書
写
と
い
う
実

用
か
ら
発
達
し
た
隷
書
は
波
勢
の
リ
ズ
ム
と
、

④

と
い
う
特
徴
を
も
つ
書
体
と
し
て
、
漢
時

代
に
極
ま
り
ま
し
た
。

（1）　

①

に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
誤
っ
て
い
る
も
の
を
、
次
の
ａ
〜
ｅ
か
ら
一
つ
選

び
な
さ
い
。

ア

a　

王
室
の
祭
祀
、
戦
争
や
狩
猟
、
農
作
物
の
豊
凶
な
ど
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。

b　

亀
甲
や
獣
骨
に
刻
ま
れ
た
も
の
の
、
各
文
字
は
直
線
を
主
力
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。

c　

鋳
込
ま
れ
た
文
字
も
あ
り
、
書
風
は
時
代
や
地
域
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
る
。

d　

点
画
の
一
部
が
欠
け
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
臨
書
の
際
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

e　

象
形
文
字
が
中
心
で
、
数
詞
や
指
事
語
な
ど
記
号
的
な
文
字
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

（2）　

②

に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ａ
〜
ｅ
か
ら
一
つ
選
び
な

さ
い
。

イ

a　

装
飾
的
な
姿
で
、
多
様
な
文
字
の
大
き
さ
が
あ
り
整
然
美
が
な
い
。

b　

統
一
す
る
た
め
に
形
を
整
え
る
必
要
が
あ
り
、
北
京
在
来
の
文
字
を
基
準
に
し
て
統
一
し
た
。

c　

国
家
統
一
後
に
始
皇
帝
は
視
察
を
兼
ね
て
各
地
を
巡
遊
し
、
自
己
の
徳
を
た
た
え
る
文
を
八
箇

所
の
石
に
刻
ま
せ
た
。

d　

徳
を
た
た
え
た
石
の
一
つ
が
泰
山
刻
石
で
、
現
在
は
中
国
国
家
博
物
館
に
安
置
さ
れ
て
い
る
。

e　

残
石
が
現
存
す
る
も
の
に
は
琅
邪
台
刻
石
が
あ
り
、
現
存
文
字
は
八
十
六
字
が
残
っ
て
い
る
。



二
三
の
七

（3）　

傍
線
③
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
示
し
た
次
の
図
版
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
誤
っ
て
い
る

も
の
を
、
あ
と
の
ａ
〜
ｅ
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

ウ

a　

一
九
七
五
年
末
か
ら
発
掘
し
た
二
〇
〇
〇
本
あ
ま
り
の
竹
簡
の
一
つ
で
あ
る
。

b　

書
写
さ
れ
た
時
期
は
、
紀
元
前
二
一
七
年
頃
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

c　

召
隷
体
と
呼
ば
れ
る
実
用
書
体
で
書
か
れ
て
い
る
。

d　

法
律
に
関
す
る
文
書
が
多
く
、
当
時
の
社
会
を
知
る
史
料
で
あ
る
。

e　

こ
の
出
土
に
よ
っ
て
秦
時
代
の
日
常
書
写
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

（4）　

文
中
に
あ
る

④

を
も
つ
作
品
の
う
ち
、「
乙
瑛
碑
」
と
同
じ
碑
林
に
現
存
す
る
も
の
と

し
て
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ａ
〜
ｅ
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

エ

a　

孔
宙
碑　
　

b　

西
嶽
華
山
廟
碑　
　

c　

衡
方
碑　
　

d　

西
狭
頌　
　

e　

張
遷
碑



二
三
の
八

２　

次
の
図
版
は
、
草
書
に
秀
で
た
唐
代
の
人
物
の
作
品
で
あ
る
。
あ
と
の

（1）
・

（2）
の
問
い
に
答
え
な
さ

い
。

（1）　

こ
の
図
版
の
作
者
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
誤
っ
て
い
る
も
の
を
、
次
の
ａ
〜
ｅ
か
ら
一

つ
選
び
な
さ
い
。

オ

a　
「
草
聖
」
と
い
わ
れ
た
人
物
で
あ
る
。

b　

伝
統
的
な
書
法
も
継
承
し
て
い
る
。

c　
「
多
宝
塔
碑
」
の
作
者
に
学
ん
で
い
る
。

d　

酒
を
好
み
酔
っ
て
狂
っ
た
よ
う
に
書
い
た
な
ど
の
逸
話
が
あ
る
。

e　

こ
の
人
物
の
こ
と
を
詠
ん
だ
杜
甫
の
詩
が
あ
る
。

（2）　

図
版
の
人
物
と
と
も
に
、「
狂
草
」
を
得
意
と
し
た
人
物
の
作
品
と
し
て
誤
っ
て
い
る
も
の
を
、

次
の
ａ
〜
ｅ
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

カ

a　

苦
筍
帖　
　

b　

草
書
千
字
文　
　

c　

論
書
帖　
　

d　

食
魚
帖　
　

e　

韭
花
帖



二
三
の
九

３　

次
の
地
図
に
つ
い
て
、
あ
と
の

（1）
・

（2）
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

A

B

C

D

E
F
北京

河南省龍門

湖南省長沙

雲南省曲靖

陜西省西安

（1）　

地
図
中
の
A
に
あ
る
「
鄭
羲
下
碑
」
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ａ

〜
ｅ
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

キ

a　

四
世
紀
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

b　

整
面
さ
れ
た
石
碑
に
書
が
刻
さ
れ
て
い
る
。

c　

山
東
省
の
雲
峰
山
に
刻
さ
れ
た
碑
で
あ
る
。

d　

筆
者
の
祖
父
の
業
績
を
記
し
た
も
の
も
あ
る
。

e　

方
勢
で
力
強
い
構
成
で
、
雄
大
で
あ
る
。

（2）　

次
の
図
版
の
碑
が
現
存
す
る
場
所
と
し
て
適
切
な
も
の
は
地
図
中
の
B
〜
F
の
ど
こ
か
、
あ
と
の

ａ
〜
ｅ
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

ク

ａ　

B　
　

ｂ　

C　
　
ｃ　

D　
　

ｄ　

E　
　
ｅ　

F



二
三
の
一
〇

４　

次
の
図
版
Ａ
〜
Ｃ
に
つ
い
て
、
あ
と
の

（1）
〜

（3）
の
問
い
に
そ
れ
ぞ
れ
答
え
な
さ
い
。

Ａ 　Ｂ 　Ｃ 　
（1）　

図
版
Ａ
の
作
者
の
作
品
と
し
て
誤
っ
て
い
る
も
の
を
、
次
の
ａ
〜
ｅ
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

ケ 

a　

恩
命
帖　
　

b　

蔵
真
帖　
　

c　

女
車
帖　
　

d　

去
夏
帖　
　

e　

頭
弁
帖

（2）　

図
版
Ｂ
の
作
者
に
つ
い
て
説
明
し
た
次
の
文
の

⑥

、

⑦

、

⑧

に
該

当
す
る
適
切
な
語
句
の
組
み
合
わ
せ
を
、
あ
と
の
a
〜
e
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

コ

　

早
く
か
ら
才
能
を
発
揮
し
、
多
く
の
能
書
の
記
録
を
残
し
て
い
る
。
ま
た
、

⑥

と
は
深

く
交
流
し
て
い
る
。

　
「
枕
草
子
」
を
は
じ
め
、
多
く
の
文
学
に
様
々
な
逸
話
が
残
さ
れ
て
い
る
。
瀟
洒
な
書
き
ぶ
り
は
、

そ
の
後
の
日
本
書
道
史
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
和
様
の
完
成
者
で
あ
り
、

⑦

の
始
祖
と

さ
れ
る
。
遺
墨
に

⑧

な
ど
が
あ
る
。

a　

⑥　

藤
原
道
長　
　

⑦　

世
尊
寺
流　
　

⑧　

本
能
寺
切

b　

⑥　

藤
原
兼
家　
　

⑦　

青
蓮
院
流　
　

⑧　

太
田
切

c　

⑥　

藤
原
道
長　
　

⑦　

持
明
院
流　
　

⑧　

日
野
切

d　

⑥　

藤
原
兼
家　
　

⑦　

世
尊
寺
流　
　

⑧　

太
田
切

e　

⑥　

藤
原
道
隆　
　

⑦　

青
蓮
院
流　
　

⑧　

本
能
寺
切

（3）　

図
版
Ｃ
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
誤
っ
て
い
る
も
の
を
、
次
の
ａ
〜
ｅ
か
ら
一
つ
選
び
な

さ
い
。

サ

a　

こ
の
作
者
は
有
名
な
漢
学
者
の
孫
で
あ
る
。

b　

青
年
期
に
書
の
才
能
を
見
い
だ
さ
れ
た
が
、
晩
年
に
な
っ
て
か
ら
官
界
に
入
る
。

c　

王
羲
之
の
生
ま
れ
変
わ
り
と
人
々
か
ら
称
賛
さ
れ
る
ほ
ど
の
能
書
家
に
な
る
。

d　

他
の
作
品
に
「
智
証
大
師
諡
号
勅
書
」「
玉
泉
帖
」
な
ど
が
あ
る
。

e　

こ
の
作
者
の
表
現
は
「
和
様
」
と
称
さ
れ
、
書
道
史
上
に
大
き
い
足
跡
を
残
し
た
。



二
三
の
一
一

５　

次
の
図
版

（1）
〜

（4）
の
作
品
名
や
作
者
名
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
あ
と
の
ａ
〜
ｅ
か
ら
一

つ
選
び
な
さ
い
。

（1） 　

シ

a　

趙
寛
碑　
　

ｂ　

一
弗
造
像
記　
　
ｃ　

高
貞
碑　
　

ｄ　

賈
思
伯
碑　
　
ｅ　

張
猛
龍
碑

（2） 　

ス

a　

莱
子
侯
刻
石　
　

ｂ　

始
平
公
造
像
記　
　
ｃ　

群
臣
上
酬
刻
石　
　

ｄ　

金
郷
県
出
土
残
石

e　

楊
淮
表
記

（3） 　

セ

a　

鮮
于
枢　
　

ｂ　

蘇
軾　
　
ｃ　

米
芾　
　

ｄ　

黄
庭
堅　
　
ｅ　

蔡
襄

（4） 　

ソ

a　

王
徽
之　
　

ｂ　

陳
淳　
　
ｃ　

王
珣　
　

ｄ　

王
献
之　
　
ｅ　

王
寵



二
三
の
一
二第

３
問

１　

次
の

（1）
〜

（4）
の
図
版
の
表
す
文
字
の
字
源
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
あ
と
の
ａ
〜
ｅ
か
ら

一
つ
選
び
な
さ
い
。

（1）　

ア

ａ　

安　
　

ｂ　

要　
　
ｃ　

散　
　

ｄ　

数　
　
ｅ　

類

（2）　

イ

ａ　

岸　
　

ｂ　

乎　
　
ｃ　

牟　
　

ｄ　

平　
　
ｅ　

群

（3）　

ウ

ａ　

裳　
　

ｂ　

堂　
　
ｃ　

盤　
　

ｄ　

當　
　
ｅ　

棠

（4）　

エ

ａ　

半　
　

ｂ　

所　
　
ｃ　

流　
　

ｄ　

衛　
　
ｅ　

保



二
三
の
一
三

２　

次
の

（1）
〜

（3）
の
問
い
に
そ
れ
ぞ
れ
答
え
な
さ
い
。

（1）　

次
の
図
版
の
説
明
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
あ
と
の
ａ
〜
ｅ
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

オ

a　

も
と
は
『
新
古
今
和
歌
集
』
を
一
首
ず
つ
書
い
た
巻
子
本
で
あ
っ
た
が
分
割
さ
れ
た
。

b　

今
日
約
四
十
枚
が
確
認
さ
れ
、
名
称
は
書
写
さ
れ
た
用
紙
の
形
状
に
よ
る
。

c　

亀
甲
文
様
や
瓜
な
ど
の
図
柄
を
手
描
き
し
た
和
紙
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

d　

二
つ
の
文
字
群
か
ら
な
る
構
成
の
散
ら
し
書
き
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

e　

料
紙
や
書
風
か
ら
十
一
世
紀
後
半
の
書
と
推
定
さ
れ
る
。



二
三
の
一
四

（2）　

次
の
図
版
の
説
明
と
し
て
誤
っ
て
い
る
も
の
を
、
あ
と
の
ａ
〜
ｅ
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

カ

a　

も
と
は
藍
や
紫
な
ど
の
染
紙
で
あ
つ
ら
え
た
粘
葉
装
冊
子
で
あ
る
。

b　

全
て
、
右
面
に
上
の
句
、
左
面
に
下
の
句
が
書
か
れ
て
い
る
。

c　
『
万
葉
集
』
な
ど
の
歌
、
三
十
五
首
ほ
ど
が
知
ら
れ
る
。

d　

詞
書
や
詠
者
名
を
省
い
て
書
写
さ
れ
て
い
る
。

e　

抑
揚
の
効
い
た
運
筆
で
、
絶
妙
な
構
成
の
散
ら
し
書
き
で
あ
る
。



二
三
の
一
五

（3）　

次
の
図
版
に
つ
い
て
説
明
し
た
文
の

①

、

②

、

③

に
該
当
す
る
適

切
な
語
句
の
組
み
合
わ
せ
を
、
あ
と
の
a
〜
e
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

キ

　

内
容
は
、

①

を
書
い
た
も
の
で
あ
り
、
も
と
は

②

で
あ
っ
た
が
、
分
割
さ
れ

た
形
か
ら
、
こ
の
名
が
あ
り
、
約

③

枚
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
料
紙
は
鳥
の
子
（
雁
皮

紙
）
の
素
紙
や
薄
藍
の
染
紙
で
、
そ
れ
に
雲
母
砂
子
を
ま
い
た
も
の
も
あ
る
。
十
一
世
紀
後
半
の
書

と
推
定
さ
れ
る
。

a　

①　

古
今
和
歌
集　
　
　
　
　

②　

巻
子
本
断
簡　
　

③　

二
十

b　

①　

重
之
の
子
の
僧
の
集　
　

②　

綴
葉
装
冊
子　
　

③　

二
十

c　

①　

深
養
父
集　
　
　
　
　
　

②　

綴
葉
装
冊
子　
　

③　

三
十

d　

①　

深
養
父
集　
　
　
　
　
　

②　

巻
子
本
断
簡　
　

③　

三
十

e　

①　

麗
花
集　
　
　
　
　
　
　

②　

粘
葉
装
冊
子　
　

③　

四
十



二
三
の
一
六

３　

次
の
図
版
の
説
明
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
あ
と
の
ａ
〜
ｅ
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

ク

a　

全
て
拾
遺
和
歌
集
の
歌
が
書
か
れ
て
い
る
。

b　

切
名
の
由
来
は
旧
蔵
者
の
茶
室
名
に
由
来
す
る
。

c　

掛
軸
と
し
て
伝
来
し
た
が
、
六
枚
に
分
割
さ
れ
た
。

d　

雲
母
砂
子
を
撒
い
た
淡
い
藍
色
の
雲
紙
を
使
用
し
て
い
る
。

e　

書
写
年
代
は
十
二
世
紀
な
か
ご
ろ
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。



二
三
の
一
七

４　

次
の
図
版
は
あ
る
場
面
の
絵
と
詞
書
で
あ
る
。
あ
と
の

（1）
・

（2）
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

（1）　

こ
の
図
版
の
説
明
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ａ
〜
ｅ
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

ケ

a　

短
編
物
語
を
題
材
に
し
て
制
作
さ
れ
た
あ
る
場
面
の
絵
と
詞
書
で
あ
る
。

b　
「
伴
大
納
言
絵
巻
」「
竹
取
物
語
絵
巻
」
と
と
も
に
日
本
三
大
絵
巻
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
。

c　

物
語
一
帖
に
つ
き
、
一
〜
五
場
面
を
取
り
上
げ
、
絵
画
化
さ
れ
て
い
る
。

d　

各
帖
の
冒
頭
に
絵
画
が
あ
り
、
そ
の
後
に
、
詞
書
が
続
く
形
式
に
な
っ
て
い
る
。

e　

現
存
最
古
の
絵
巻
で
あ
り
、
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

（2）　

こ
の
図
版
の
作
品
の
成
立
年
代
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ａ
〜
ｅ
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

コ

a　

十
一
世
紀
前
半

b　

十
一
世
紀
後
半

c　

十
二
世
紀
前
半

d　

十
三
世
紀
前
半

e　

十
三
世
紀
後
半



二
三
の
一
八第

４
問

１　

次
の
図
版

（1）
〜

（4）
の
作
者
名
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
あ
と
の
ａ
〜
ｅ
か
ら
一
つ
選
び
な

さ
い
。

⑴　

ア
a　

浜
田
広
介　
　

ｂ　

宮
澤
賢
治　
　
ｃ　

坪
田
譲
治　
　

ｄ　

巖
谷
小
波　
　
ｅ　

草
野
心
平

⑵　

イ
a　

平
塚
ら
い
て
う　
　

ｂ　

三
宅
花
圃　
　
ｃ　

島
崎
藤
村　
　

ｄ　

樋
口
一
葉

ｅ　

中
島
歌
子



二
三
の
一
九

⑶　

ウ
a　

尾
崎
紅
葉　
　

ｂ　

坪
内
逍
遥　
　
ｃ　

斎
藤
緑
雨　
　

ｄ　

幸
田
露
伴　
　
ｅ　

夏
目
漱
石

⑷　

エ
a　

菊
池
寛　
　

ｂ　

佐
藤
春
夫　
　
ｃ　

芥
川
龍
之
介　
　

ｄ　

山
本
有
三　
　
ｅ　

室
生
犀
星



二
三
の
二
〇

２　

次
の
図
版

（1）
〜

（3）
の
作
者
名
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
あ
と
の
ａ
〜
ｅ
か
ら
一
つ
選
び
な

さ
い
。

（1）

オ

a　

烏
丸
光
広　
　

ｂ　

近
衛
信
尹　
　
ｃ　

松
花
堂
昭
乗　
　

ｄ　

本
阿
弥
光
悦

ｅ　

小
堀
遠
州



二
三
の
二
一

（2）

カ

a　

良
寛　
　

ｂ　

蕪
村　
　
ｃ　

池
大
雅　
　

ｄ　

仙
厓　
　
ｅ　

松
尾
芭
蕉

（3）

キ

a　

平
塚
ら
い
て
う　
　

ｂ　

与
謝
野
晶
子　
　
ｃ　

松
井
須
磨
子　
　

ｄ　

林 

芙
美
子

e　

樋
口
一
葉



二
三
の
二
二第

５
問

１　

次
の

（1）
・

（2）
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

（1）　
「
碑
」
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ａ
〜
ｅ
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

ア

a　

秦
代
か
ら
、
こ
の
名
称
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

b　

人
工
的
に
形
を
整
え
た
石
面
に
文
字
を
刻
し
竪
立
し
た
も
の
。

c　

全
面
に
刻
す
場
合
は
、
陽
の
面
か
ら
右
の
側
面
へ
行
き
、
陰
の
面
へ
と
進
む
。

d　

筆
意
を
損
な
わ
な
い
よ
う
、
石
の
面
に
直
接
文
字
を
書
い
て
刻
す
こ
と
が
多
い
。

e　

北
魏
時
代
の
も
の
が
東
周
時
代
に
脚
光
を
浴
び
、
学
書
の
理
論
が
構
築
さ
れ
た
。

（2）　

現
存
最
古
と
い
わ
れ
る
「
温
泉
銘
」
の
拓
本
を
現
在
保
有
す
る
国
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
次
の

ａ
〜
ｅ
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

イ

a　

日
本

b　

中
国

c　

ア
メ
リ
カ

d　

イ
ギ
リ
ス

e　

フ
ラ
ン
ス

２　

次
の

（1）
・

（2）
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

（1）　

次
の
文
の

Ａ

〜

Ｃ

に
当
て
は
ま
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
適
切
な
も
の

を
、
あ
と
の
ａ
〜
ｅ
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

ウ

　

奈
良
正
倉
院
に
は
、

Ａ

が
聖
武
天
皇
に
献
上
し
た
と
さ
れ
る
筆
（

Ｂ

）
が
18

本
伝
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
筆
は
、
芯
と
な
る
毛
に

Ｃ

を
巻
き
、
そ
の
周
囲
に
毛
を
植

え
て
穂
を
作
る
巻
筆
で
あ
る
。

ａ　

Ａ　

持
統
天
皇　
　

Ｂ　

天
平
筆　
　

Ｃ　

衣
毛

ｂ　

Ａ　

光
明
皇
后　
　

Ｂ　

奈
良
筆　
　

Ｃ　

薄
経
木

ｃ　

Ａ　

推
古
天
皇　
　

Ｂ　

飛
鳥
筆　
　

Ｃ　

薄
葉
紙

ｄ　

Ａ　

皇
極
天
皇　
　

Ｂ　

奈
良
筆　
　

Ｃ　

薄
絹

ｅ　

Ａ　

光
明
皇
后　
　

Ｂ　

天
平
筆　
　

Ｃ　

薄
葉
紙



二
三
の
二
三

（2）　

日
本
で
、「
和
端
渓
」
の
異
名
を
持
つ
硯
の
産
地
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ａ
〜
ｅ
か
ら
一

つ
選
び
な
さ
い
。

エ

a　

宮
城
県　
　

ｂ　

山
梨
県　
　
ｃ　

三
重
県　
　

ｄ　

山
口
県　
　
ｅ　

高
知
県

３　

次
の
文
を
読
み
、
あ
と
の

（1）
・

（2）
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

室
町
末
期
か
ら
茶
席
の
掛
物
と
し
て
古
筆
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
多
く
の
手
本
が
切

と
な
っ
て
散
在
し
て
い
っ
た
が
、
切
を
系
統
的
に
便
利
に
鑑
賞
す
る
た
め
に
考
案
さ
れ
た
形
態
が

Ａ

で
あ
る
。

（1）　

Ａ

の
中
に
当
て
は
ま
る
語
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
次
の
a
〜
e
か
ら
一
つ
選
び
な
さ

い
。

オ

a　

葉
子
本　
　

b　

調
度
手
本　
　

c　

手
鑑　
　

d　

大
鑑　
　

e　

切
鑑

（2）　

古
筆
切
の
鑑
定
の
際
に
推
定
し
た
切
の
筆
者
・
書
き
出
し
の
語
句
な
ど
が
記
さ
れ
た
紙
片
の
名
称

と
し
て
適
切
な
語
を
、
次
の
a
〜
e
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

カ

a　

極
札　
　

ｂ　

記
録
切　
　
ｃ　

懸
紙　
　

ｄ　

外
題　
　
ｅ　

書
札

４　

次
の
文
を
読
み
、
あ
と
の

（1）
・

（2）
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

平
安
初
期
は
、
唐
文
化
追
随
、
模
倣
の
時
代
で
あ
っ
た
。
当
時
の
中
国
か
ら
将
来
さ
れ
た
新
書
風
の

影
響
を
受
け
、
日
本
書
道
史
上
空
前
、
質
的
に
高
度
な
書
が
残
さ
れ
た
。
こ
の
時
の
中
心
と
な
っ
た
人

物
を
庇
護
し
た
の
が
、

Ａ

で
あ
る
。

（1）　

Ａ

に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
誤
っ
て
い
る
も
の
を
、
次
の
a
〜
e
か
ら
一
つ
選
び
な
さ

い
。

キ

a　

桓
武
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
。

b　

律
令
制
度
を
変
革
し
、
治
世
に
功
が
あ
っ
た
。

c　

詩
人
で
あ
り
、
能
書
家
で
あ
る
。

d　

高
野
山
金
剛
峯
寺
に
伝
存
す
る
「
周
易
抄
」
は
国
宝
で
あ
る
。

e　

漢
詩
文
集
『
凌
雲
集
』
編
纂
の
勅
命
を
下
し
た
。

（2）　

Ａ

と
と
も
に
同
時
代
の
能
書
家
三
人
に
つ
い
て
記
載
が
あ
る
書
に
関
す
る
文
献
と
し
て

適
切
な
も
の
を
、
次
の
a
〜
e
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

ク

a　

法
華
義
疏　
　
　
　
　
　

ｂ　

夜
鶴
庭
訓
抄　
　
ｃ　

雑
集　
　

ｄ　

灌
頂
歴
名　
　

e　

杜
家
立
成
雑
書
要
略








