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チ
ェ
ッ
ク

問
ニ
（
ⅱ
）

古
典
常
識
や
古
文
の
典

型
的
な
展
開
を
踏
ま
え

て
読
む

問
四

前
後
の
文
脈
を
踏
ま
え

て
傍
線
部
を
解
釈
す
る

問
五

文
脈
や
敬
語
か
ら
動
作

主
・
動
作
の
受
け
手
を

押
さ
え
る

問
六

和
歌
の
詠
み
手
と
受
け

手
を
意
識
し
、
前
後
の

文
脈
や
修
辞
知
識
を

使
っ
て
内
容
を
把
握
す

る

1510
　

次
の
文
章
は
『
蜻か
げ
ろ
う蛉

日
記
』
の
一
節
で
、
作
者
の
も
と
へ
夫
の
訪
れ
る
こ
と
が
途
絶
え
て
い
た
頃
の
記
述
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
み
、
あ
と
の

問
に
答
え
よ
。

（
50
点
）

　

か
く
て
、
絶
え
た
る
ほ
ど
、
わ
が
家
は
内う

裏ち

よ
り
ま
ゐ
り
ま
か
づ
る
道
に
ａ
し
も
あ
れ
ば
、
夜
中
あ
か
つ
き
と
、
＊
う
ち
し
は
ぶ
き
て
う
ち

渡
る
も
、
聞
か
じ
と
思
へ
ど
も
、
う
ち
と
け
た
る
寝い

も
ね
ら
れ
ず
、
＊
夜
長
う
ｂ
し
て
眠
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
１
さ
な
な
り
と
見
聞
く
こ
こ
ち

は
、
な
に
に
か
は
似
た
る
。
い
ま
は
２
い
か
で
見
聞
か
ず
だ
に
あ
り
に
し
が
な
と
思
ふ
に
、「
む
か
し
３
す
き
ご
と
せ
し
人
も
い
ま
は
お
は
せ

ず
と
か
」
な
ど
、
人
に
つ
き
て
き
こ
え
ご
つ
を
聞
く
を
、
も
の
ｃ
し
う
の
み
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
日
暮
は
わ
び
し
う
の
み
お
ぼ
ゆ
。

＊
子
ど
も
あ
ま
た
あ
り
と
聞
く
と
こ
ろ
も
、
む
げ
に
絶
え
ぬ
と
聞
く
。
あ
は
れ
、
ま
し
て
い
か
ば
か
り
と
思
ひ
て
、
４
と
ぶ
ら
ふ
。
九な
が
つ
き月
ば

か
り
の
こ
と
な
り
け
り
。
あ
は
れ
な
ど
、
し
げ
く
書
き
て
、

　
　
　

吹
く
風
に
つ
け
て
も
と
は
む
＊
さ
さ
が
に
の
通
ひ
ｄ
し
道
は
空
に
絶
ゆ
と
も

返
り
ご
と
は
、
こ
ま
や
か
に
、

　
　
　

色
変
は
る
心
と
見
れ
ば
つ
け
て
と
ふ
風

Ａ

も
お
も
ほ
ゆ
る
か
な

と
ぞ
あ
る
。

注　

＊
う
ち
し
は
ぶ
き
て
＝
せ
き
ば
ら
い
を
し
て
。　

＊
夜
長
う
し
て
眠
る
こ
と
な
け
れ
ば
＝
「
秋
ノ
夜
長
シ
、
夜
長
ク
シ
テ
眠
ル
コ
ト
無

ケ
レ
バ
天
モ
明
ケ
ズ
」（『
白
氏
文
集
』
上
陽
白
髪
人
）
に
基
づ
く
。
上
陽
人
は
、
十
六
歳
で
後
宮
に
入
っ
て
以
来
、
一
度
も
帝み
か
ど

に
ま
み

え
る
こ
と
な
く
一
生
を
終
え
た
。　

＊
子
ど
も
あ
ま
た
あ
り
と
聞
く
と
こ
ろ
＝
夫
（
藤
原
兼
家
）
の
妻
、
時
姫
を
指
す
。
作
者
が
兼
家
と

問
四

問
題

一

問
ニ
（
ⅱ
）
指
示
内
容

問
五
・
主
語

問
五
・
感
想

問
六
・
条
件

時
姫

作
者
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問
一

文
脈
か
ら
語
の
意
味
・

用
法
を
識
別
す
る

問
ニ
（
ⅰ
）

助
詞
・
助
動
詞
と
い
っ

た
細
部
に
も
注
意
す
る

問
三

傍
線
部
を
品
詞
分
解
し
、

過
不
足
な
く
現
代
語
に

置
き
換
え
る

結
婚
し
た
と
き
、
兼
家
に
は
す
で
に
時
姫
と
い
う
正
妻
が
い
た
。　

＊
さ
さ
が
に
＝
「
わ
が
背
子
が
来
べ
き
宵
な
り
さ
さ
が
に
の
蜘く

蛛も

の

ふ
る
ま
ひ
か
ね
て
し
る
し
も
」（『
古
今
和
歌
集
』
墨
滅
歌
）
に
よ
る
。

問
一　

傍
線
ａ
～
ｄ
の
文
法
的
説
明
と
し
て
最
適
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
を
記
せ
（
同
一
記
号
の
反
復
使
用
不
可
）。

�

（
８
点
）

　
　
　

ア
サ
行
変
格
活
用
動
詞
の
連
用
形　
　
　

イ
形
容
詞
の
活
用
語
尾
の
一
部　
　
　

ウ
過
去
の
助
動
詞
「
き
」
の
連
体
形

　
　
　

エ
副
助
詞　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

オ
格
助
詞
「
し
て
」
の
一
部　
　
　
　

カ
接
続
助
詞
「
し
て
」
の
一
部

問
二　

傍
線
１
に
つ
い
て
、
次
の
（
ⅰ
）（
ⅱ
）
に
答
え
よ
。

　
　
　
（
ⅰ
）（
例
）
に
な
ら
っ
て
品
詞
分
解
せ
よ
。�

（
６
点
）

　
　
　
　
　
　
（
例
）　

動
詞　

助
動
詞　

名
詞

　
　
　
　
　
　
　
　
　

絶
え　

た
る　
　

ほ
ど

　
　
　
（
ⅱ
）
傍
線
１
と
は
ど
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
、
具
体
的
に
説
明
せ
よ
。�

（
8
点
）

問
三　

傍
線
２
を
口
語
訳
せ
よ
。�

（
10
点
）

問
四　

傍
線
３
は
誰
を
指
す
か
、
記
せ
。�

（
6
点
）
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問
五　

傍
線
４
は
、
誰
が
誰
を
「
と
ぶ
ら
ふ
」
の
か
。
最
適
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
を
記
せ
。�

（
6
点
）

　
　
　

ア
作
者
が
夫
を　
　
　

イ
作
者
が
時
姫
を　
　
　

ウ
夫
が
時
姫
を　
　
　

エ
時
姫
が
作
者
を

問
六　

Ａ

に
最
適
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
を
記
せ
。�

（
6
点
）

　
　
　

ア
あ
や
し
く　
　
　

イ
ゆ
か
し
く　
　
　

ウ
ゆ
ゆ
し
く　
　
　

エ
わ
び
し
く

出
典

　
『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻

　
『
蜻
蛉
日
記
』
は
、
平
安
時
代
、
天
延
二
（
九
七
四
）
年
か
ら
長
徳
元
（
九
九
五
）

年
の
頃
に
成
立
し
た
と
見
ら
れ
る
、
わ
が
国
最
初
の
女
流
日
記
で
あ
る
。
作
者
は

右
大
将
藤
原
道み
ち

綱つ
な
の

母は
は

で
、
父
藤
原
倫と
も

寧や
す

は
地
方
官
生
活
の
多
か
っ
た
受
領
で
は

あ
っ
た
が
、
お
そ
ら
く
文も
ん

章じ
ょ
う

生し
ょ
う

の
出
身
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
る
。
ま
た
、
妹
は

『
更
級
日
記
』
の
作
者
菅す
が

原わ
ら

孝た
か

標す
え
の

女む
す
め

の
母
に
あ
た
る
な
ど
、
文
学
的
家
系
で
あ
っ

た
。
日
記
は
三
巻
か
ら
成
り
、
夫
で
あ
る
藤
原
兼
家
と
の
な
れ
そ
め
か
ら
長
男
道

綱
の
誕
生
、「
町
の
小
路
の
女
」
の
も
と
へ
通
い
始
め
る
兼
家
に
対
す
る
作
者
の

嘆
き
な
ど
が
上
巻
に
記
さ
れ
て
い
る
。
藤
原
兼
家
は
摂
関
家
の
出
で
あ
り
、
作
者

の
結
婚
に
は
父
を
は
じ
め
縁
者
た
ち
が
大
き
な
期
待
を
寄
せ
た
に
違
い
な
い
が
、

兼
家
に
は
す
で
に
時
姫
と
い
う
妻
が
い
て
、
長
男
道
隆
も
生
ま
れ
て
い
た
。
兼
家

に
は
何
人
も
の
妻
が
い
た
が
、
特
に
時
姫
は
、
そ
の
父
の
地
位
は
倫
寧
と
ほ
ぼ
同

程
度
で
あ
っ
た
も
の
の
、
生
ん
だ
子
女
が
摂
関
家
の
後
継
者
や
入じ
ゅ

内だ
い

し
て
女
御
に

な
る
な
ど
栄
達
し
た
た
め
に
、
兼
家
か
ら
と
り
わ
け
重
ん
ぜ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う

な
背
景
か
ら
、
美
貌
に
恵
ま
れ
、
ま
た
歌
人
と
し
て
の
才
能
に
も
秀
で
て
い
た
作

者
は
、
当
時
の
一
夫
多
妻
制
に
お
け
る
女
性
の
苦
悩
と
い
う
も
の
を
味
わ
う
こ
と

に
な
る
。
中
巻
は
、
作
者
と
兼
家
と
の
関
係
が
ま
す
ま
す
疎
遠
に
な
り
、
そ
れ
ゆ

え
に
出
家
を
決
意
し
た
り
鳴
滝
に
参さ
ん

籠ろ
う

し
た
り
す
る
様
子
な
ど
が
、
下
巻
は
、
二

人
の
関
係
は
や
や
好
転
す
る
も
の
の
、
作
者
の
心
が
道
綱
の
養
育
に
の
み
傾
い
て

い
く
様
子
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
結
婚
後
二
十
一
年
間
に
わ
た
る
作
者
の
身
の

上
の
記
録
に
お
い
て
、
率
直
に
自
己
の
私
生
活
を
告
白
し
た
点
や
陰
影
に
富
ん
だ

克
明
な
心
理
描
写
は
、
後
の
宮
廷
女
房
文
学

―
『
源
氏
物
語
』
や
こ
れ
以
後
栄

え
る
平
安
女
流
日
記

―
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

解
答

問
一　
ａ
エ　

ｂ
カ　
ｃ
イ　

ｄ
ウ

問
二　
（
ⅰ
）
副
詞　

助
動
詞　

助
動
詞

　
　
　
　
　
　

さ　
　

�

な　
　

��

な
り

　
　
　
（
ⅱ
）
家
の
前
を
通
っ
て
い
く
の
は
夫
で
あ
る
よ
う
だ
、
と
い
う
こ
と
。

問
三　

何
と
か
し
て
せ
め
て
見
た
り
聞
い
た
り
し
な
い
で
い
た
い
も
の
だ

問
四　

藤
原
兼
家
（
作
者
の
夫
）

問
五　

イ

問
六　

ウ
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解
説

今
回
の
文
章
の
概
要

　

兼
家
の
来
訪
が
途
絶
え
、
参
内
の
往
復
に
も
作
者
の
家
を
素
通
り
す
る
。
い
た

た
ま
れ
な
い
作
者
が
、
自
分
と
同
じ
境
遇
に
あ
る
時
姫
に
同
情
を
寄
せ
、
歌
の
や

り
と
り
を
す
る
。

・
宮
中
に
参
内
す
る
際
に
兼
家
が
通
る
道
の
途
中
に
あ
る
作
者
の
家

　

→
兼
家
の
車
が
作
者
の
家
を
素
通
り
し
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る

　

→
夫
の
こ
と
を
見
聞
き
し
た
く
な
い
と
思
う
も
の
の
、
う
ま
く
い
か
な
い

・
正
妻
の
時
姫
の
元
に
も
、
兼
家
は
通
っ
て
い
な
い
ら
し
い
と
知
る

　

→
同
じ
境
遇
の
時
姫
に
同
情
し
、
便
り
（
和
歌
）
を
送
る

　
　

…�

夫
が
通
っ
て
こ
な
く
て
も
、
私
は
吹
く
風
に
乗
せ
て
あ
な
た
に
便
り
を
送

り
ま
す

　
　
　

←

・
時
姫
か
ら
の
返
事

　
　

…�

夫
の
心
変
わ
り
を
知
ら
せ
る
風
で
あ
る
と
思
う
と
、
そ
の
風
は
い
ま
わ
し

く
感
じ
ら
れ
ま
す

重
要
表
現　

※
太
字
の
意
味
が
、
文
中
で
使
わ
れ
て
い
る
意
味
で
す
。

ℓ
２
寝
も
ね
ら
れ
ず　

眠
る
こ
と
も
で
き
な
い

ℓ
5
む
げ
に　
［
副
］　

①
む
や
み
に
・
ひ
ど
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　

②
（
打
消
の
語
を
伴
っ
て
）
ま
っ
た
く
、
全
然

問
一　
「
し
」
の
識
別
問
題
。

　
ａ
副
助
詞
「
し
」
は
強
意
を
表
し
、
係
助
詞
「
も
」
を
伴
っ
て
「
し
も
」
と
い

う
形
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
文
中
か
ら
「
し
」
を
抜
い
て
も
前
後
の
つ
な

が
り
が
文
法
的
に
お
か
し
く
な
ら
な
い
の
が
、
副
助
詞
「
し
」
の
特
徴
で
あ
る
。

　

ｂ
接
続
助
詞
「
し
て
」
は
接
続
助
詞
「
て
」
と
同
じ
働
き
を
す
る
。
サ
行
変
格

活
用
動
詞
「
す
」
の
連
用
形
「
し
」
に
接
続
助
詞
「
て
」
の
付
い
た
「
し
て
」
と

紛
ら
わ
し
い
が
、〈
す
る
〉
と
い
う
動
作
が
内
容
的
に
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
で
吟

味
す
れ
ば
よ
い
。
こ
こ
で
は
、〈
夜
を
長
く
す
る
〉
の
で
は
な
く
、〈
夜
が
長
く
て
〉

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ま
た
、
使
役
の
対
象
・
手
段
方
法
・
共
同
作
業
の
人
数
な

ど
を
表
す
格
助
詞
「
し
て
」
は
、
体
言
や
連
体
形
に
付
く
の
で
、
こ
こ
で
は
不
適

切
。

　
ｃ
「
も
の
し
う
」
は
形
容
詞
「
も
の
し
（
＝
不
快
だ
・
い
や
だ
）」
の
連
用
形
「
も

の
し
く
」
が
ウ
音
便
化
し
た
も
の
。
し
た
が
っ
て
、
シ
ク
活
用
の
「
も
の
し
」
に

お
い
て
、「
も
の
」
は
語
幹
、「
し
く
」
は
活
用
語
尾
で
「
し
」
は
そ
の
一
部
と
な

る
。「
も
の
し
う
の
み
お
ぼ
ゆ
れ
ば
」
と
直
後
の
「
わ
び
し
う
の
み
お
ぼ
ゆ
」
と

の
対
応
に
気
づ
け
ば
、「
も
の
し
う
」
を
一
語
扱
い
す
る
見
当
は
つ
く
。

　

ｄ
直
前
に
、
動
詞
の
連
用
形
「
通
ひ
」
が
あ
り
、
直
後
は
体
言
「
道
」
が
続
い

て
い
る
か
ら
、「
し
」
は
連
体
形
。
こ
の
二
点
か
ら
助
動
詞
と
見
分
け
ら
れ
る
。

助
動
詞
「
き
」
は
、
連
用
形
接
続
で
あ
り
、「
せ
・
○
・
き
・
し
・
し
か
・
○
」

と
活
用
す
る
。

 

文
脈
か
ら
語
の
意
味
・
用
法
を
識
別
で
き
た
か
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問
二　
（
ⅰ
）
副
詞
「
さ
（
然
）」
は
、〈
そ
う
・
そ
の
よ
う
に
〉
と
い
う
意
。「
な

な
り
」
は
、
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
の
連
体
形
「
な
る
」
と
伝
聞
・
推
定
（
こ

こ
で
は
推
定
）
の
助
動
詞
「
な
り
」
と
が
接
続
し
た
「
な
る
な
り
」
が
、
撥は
つ

音
便

化
し
て
「
な
ん
な
り
」
と
な
り
、
さ
ら
に
「
ん
」
の
無
表
記
で
「
な
な
り
」
と
な
っ

た
も
の
で
あ
る
。

　
（
ⅱ
）
ま
ず
「
さ
」
が
指
す
内
容
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
状
況
は
、

夫
が
作
者
の
も
と
を
訪
れ
る
こ
と
な
く
、
宮
中
へ
の
行
き
帰
り
に
作
者
の
家
の
前

を
素
通
り
し
て
し
ま
う
と
い
う
も
の
。
当
時
、
身
分
の
高
い
人
は
外
出
に
牛
車
を

用
い
て
い
た
が
、
そ
の
車
の
き
し
む
音
は
、
部
屋
の
中
に
い
る
作
者
の
耳
に
も

入
っ
て
き
た
。
車
が
家
の
前
を
通
っ
て
い
き
、
さ
ら
に
聞
き
覚
え
の
あ
る
咳せ
き

払
い

が
す
る
（
ℓ
1
・
2
「
う
ち
し
は
ぶ
き
て
う
ち
渡
る
」）、
そ
の
音
を
聞
い
て
、
作

者
は
、〈
そ
の
よ
う
だ
〉
つ
ま
り
〈
夫
で
あ
る
よ
う
だ
〉
と
推
量
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

問
三　

ま
ず
傍
線
部
を
品
詞
分
解
す
る
と
、「
い
か
で
／
見
／
聞
か
／
ず
／
だ
に

／
あ
り
／
に
し
が
な
」
と
な
る
。
副
詞
「
い
か
で
」
は
、
疑
問
・
反
語
・
願
望
の

三
つ
の
意
味
を
表
す
が
、
こ
こ
で
は
末
尾
に
、
願
望
を
表
す
終
助
詞
「
に
し
が
な
」

が
あ
る
の
で
、
そ
れ
と
呼
応
し
、〈
何
と
か
し
て
…
…
（
し
た
い
も
の
だ
）〉
と
い

う
願
望
を
表
す
。
そ
し
て
、
副
助
詞
「
だ
に
」
は
、
こ
こ
で
は
最
小
限
の
希
望
を

表
す
〈
せ
め
て
…
…
だ
け
で
も
〉
の
意
。「
見
聞
か
ず
」
の
「
ず
」
は
、
打
消
の

 

助
詞
・
助
動
詞
と
い
っ
た
細
部
に
も
注
意
で
き
た
か

 

古
典
常
識
や
古
文
の
典
型
的
な
展
開
を
踏
ま
え
て
読
め
た
か

 

傍
線
部
を
品
詞
分
解
し
、
過
不
足
な
く
現
代
語
に
置
き
換
え
ら
れ
た
か

助
動
詞
「
ず
」
の
連
用
形
。「
あ
り
」
は
、
間
に
「
だ
に
」
が
挿
入
さ
れ
て
い
る

が
内
容
的
に
は
「
見
聞
か
ず
あ
り
」
と
続
き
、〝
見
た
り
聞
い
た
り
し
な
い
で
い

る
〟
と
い
う
状
態
を
表
す
、
補
助
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
作
者
の
も
と
を
訪

れ
る
こ
と
の
な
い
夫
に
関
す
る
こ
と
は
、
見
た
り
、
聞
い
た
り
し
た
く
な
い
、
と

思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

問
四　
「
す
き
ご
と
（
好
き
事
）」
は
〈
色
好
み
の
行
い
・
恋
愛
沙ざ

汰た

〉
の
意
。「
せ

し
」
は
サ
行
変
格
活
用
動
詞
「
す
」
の
未
然
形
に
過
去
の
助
動
詞
「
き
」
の
連
体

形
が
接
続
し
た
も
の
。
傍
線
部
に
続
く
「
い
ま
は
お
は
せ
ず
（
＝
今
は
い
ら
っ

し
ゃ
ら
な
い
）」
か
ら
、
同
一
人
物
の
「
む
か
し
」
と
、
別
人
の
よ
う
に
な
っ
た
「
い

ま
」
の
様
子
が
対
比
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
こ
こ
で
の
「
す
き

ご
と
」
は
、「
お
は
せ
ず
」
を
ヒ
ン
ト
に
、〈
浮
名
を
あ
げ
て
作
者
の
も
と
に
通
う

こ
と
〉
と
解
釈
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
動
作
の
主
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
作
者
の

夫
（
＝
藤
原
兼
家
、「
注
」
参
照
）
で
あ
る
。
な
お
、『
蜻
蛉
日
記
』
の
作
者
の
夫

が
藤
原
兼
家
で
あ
る
こ
と
は
、
知
識
と
し
て
頭
に
入
れ
て
お
く
こ
と
。

問
五　
「
と
ぶ
ら
ふ
」
の
主
語
は
、
文
脈
か
ら
、
直
前
に
あ
る
「
あ
は
れ
、
ま
し

て
い
か
ば
か
り
と
思
」
っ
た
人
で
あ
る
。「
あ
は
れ
、
ま
し
て
い
か
ば
か
り
（
＝

あ
あ
、
ま
し
て
ど
れ
ほ
ど
）」
と
い
う
思
い
は
、
さ
ら
に
そ
の
直
前
に
あ
る
「
む

げ
に
絶
え
ぬ
と
聞
」
い
た
結
果
の
心
情
で
、「
聞
く
」「
思
ふ
」「
と
ぶ
ら
ふ
」
と

い
う
一
連
の
動
作
の
主
は
、
作
者
で
あ
る
。
日
記
の
場
合
、
動
詞
に
尊
敬
語
が
用

い
ら
れ
ず
、
し
か
も
主
語
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
多
く
は
日
記

 

前
後
の
文
脈
を
踏
ま
え
て
傍
線
部
を
解
釈
で
き
た
か

 

文
脈
や
敬
語
か
ら
動
作
主
・
動
作
の
受
け
手
を
押
さ
え
ら
れ
た
か
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の
作
者
が
主
語
で
あ
る
。
な
お
、「
と
ぶ
ら
ふ
（
訪
ふ
）」
は
、
こ
こ
で
は
〈
心
配

し
て
様
子
を
聞
く
・
見
舞
う
〉
の
意
で
、
実
際
に
は
手
紙
を
送
っ
た
こ
と
を
表
し

て
い
る
。
作
者
は
、
夫
が
時
姫
の
も
と
へ
も
通
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を

聞
き
（
ℓ
5
「
子
ど
も
あ
ま
た
あ
り
と
…
…
」）、
自
分
以
上
に
時
姫
が
ど
れ
ほ
ど

思
い
悩
ん
で
い
る
こ
と
か
と
思
い
や
っ
た
の
で
あ
る
。
作
者
が
手
紙
を
送
っ
た
相

手
は
時
姫
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
正
解
は
イ
。

問
六　
「
色
変
は
る
…
…
」
は
時
姫
の
歌
。「
吹
く
風
に
…
…
」
と
い
う
作
者
の
歌

に
対
す
る
返
歌
で
あ
る
。
作
者
が
時
姫
に
送
っ
た
歌
の
大
意
は
、〈
た
と
え
夫
が

通
っ
て
こ
な
く
て
も
、
私
は
吹
く
風
に
こ
と
づ
け
て
で
も
あ
な
た
に
お
便
り
し
ま

し
ょ
う
〉
と
い
う
も
の
。「
吹
く
風
に
つ
け
て
も
と
は
む
」
が
作
者
の
最
も
伝
え

た
い
思
い
で
あ
り
、
時
姫
の
歌
の
「
つ
け
て
と
ふ
風
」
は
そ
れ
を
受
け
て
い
る
。

そ
の
「
風
」
が
、
時
姫
に
は
ど
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
の
が
こ
こ

で
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
色
変
は
る
心
と
見
れ
ば
」
と
い
う
条
件
句
か

ら
、
こ
の
「
風
」
は
、
草
木
の
色
が
変
わ
る
秋
の
風
で
あ
る
と
同
時
に
、
心
が
変

わ
る
夫
を
も
意
味
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
時
姫
に
と
っ
て
、
夫
の
心
が
他

の
女
に
移
り
、
自
分
の
も
と
へ
の
訪
れ
が
絶
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
態
は
、
い

ま
わ
し
い
、
不
愉
快
な
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
正
解
は
ウ
。「
ゆ
ゆ
し
く
」
は
、

〈
い
ま
わ
し
い
・
ひ
ど
い
〉
と
い
う
意
を
表
す
形
容
詞
「
ゆ
ゆ
し
」
の
連
用
形
。

　

な
お
、
ア
「
あ
や
し
」
は
〈
不
思
議
だ
〉、
イ
「
ゆ
か
し
」
は
〈
心
ひ
か
れ
る

気
持
ち
だ
〉、
エ
「
わ
び
し
」
は
〈
さ
び
し
い
〉、
と
い
う
の
が
主
な
意
味
。「
わ

び
し
」
に
は
、
他
に
も
〈
つ
ら
く
苦
し
い
・
せ
つ
な
い
・
心
細
い
〉
と
い
っ
た
意

 �

和
歌
の
詠
み
手
と
受
け
手
を
意
識
し
、
前
後
の
文
脈
や
修
辞
知
識
を

使
っ
て
内
容
を
把
握
で
き
た
か

味
が
あ
る
の
で
、
ウ
と
エ
で
迷
っ
た
人
も
多
い
と
思
う
が
、
作
者
も
夫
の
訪
れ
が

途
絶
え
て
い
る
こ
と
を
人
々
に
噂う
わ
さ

さ
れ
て
ℓ
4
「
も
の
し
う
（
＝
不
快
だ
・
気

に
食
わ
な
い
）」
と
感
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
じ
境
遇
で
あ
る
時
姫
も
同
様
で

あ
ろ
う
と
想
像
で
き
る
。
よ
っ
て
、
不
快
感
が
あ
ら
わ
に
さ
れ
て
い
る
ウ
の
方
が

適
切
で
あ
る
。

全
訳

　

こ
う
し
て
、（
あ
の
人
の
訪
れ
が
）
途
絶
え
て
い
る
頃
、
私
の
家
は
（
あ
の
人
が
）

宮
中
に
参
内
し
た
り
退
出
し
た
り
す
る
道
の
途
中
に
あ
る
の
で
、
夜
中
と
な
く
暁

と
な
く
、
咳
払
い
を
し
な
が
ら
通
っ
て
い
く
の
を
、
聞
く
ま
い
と
思
っ
て
も
、（
耳

に
つ
い
て
は
）
く
つ
ろ
い
で
眠
る
こ
と
も
で
き
ず
、「
夜
長
う
し
て
眠
る
こ
と
な

し
」
と
い
う
詩
句
の
よ
う
で
、
１
家
の
前
を
通
っ
て
い
く
の
は
あ
の
人
で
あ
る
よ

う
だ
と
思
っ
て
見
聞
く
気
持
ち
は
、
何
に
た
と
え
よ
う
も
な
い
。
今
は
２
何
と
か

し
て
せ
め
て
（
あ
の
人
の
こ
と
を
）
見
た
り
聞
い
た
り
し
な
い
で
い
た
い
も
の
だ

と
思
う
の
に
、「
か
つ
て
は
３
浮
名
を
あ
げ
て
通
っ
て
い
た
人
も
、
今
で
は
い
ら
っ

し
ゃ
ら
な
い
と
か
」
な
ど
と
、
あ
の
人
に
関
心
を
抱
い
て
（
人
々
が
）
陰
口
を
た

た
く
の
を
聞
く
に
つ
け
、
不
快
に
思
わ
れ
る
の
で
、
日
暮
れ
ど
き
は
せ
つ
な
い
と

ば
か
り
思
わ
れ
る
。

　

子
ど
も
が
大
勢
い
る
と
聞
く
人
の
所
も
、（
あ
の
人
の
訪
れ
は
）
す
っ
か
り
絶

え
て
し
ま
っ
た
と
耳
に
す
る
。
あ
あ
、
私
以
上
に
ど
れ
ほ
ど
（
つ
ら
い
こ
と
だ
ろ

う
）
と
思
っ
て
、
４
見
舞
い
の
手
紙
を
送
る
。
九
月
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
み

じ
み
と
し
た
思
い
な
ど
を
、
た
く
さ
ん
書
い
て
、

　
　

�
吹
く
風
に
…
…
〈
吹
く
風
に
こ
と
づ
け
て
（
私
は
あ
な
た
に
）
お
便
り
を
差

し
上
げ
ま
し
ょ
う
。
夫
の
訪
れ
を
知
ら
せ
る
と
い
う
蜘
蛛
が
と
お
っ
て
く
る
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道
が
空
に
絶
え
て
も
（
あ
の
人
が
、
あ
な
た
様
の
所
に
も
私
の
所
に
も
ま
っ

た
く
訪
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
）〉

返
事
は
、
心
こ
ま
や
か
に
（
書
い
て
あ
っ
て
）、

　
　

�
色
変
は
る
…
…
〈
風
に
こ
と
づ
け
て
お
便
り
を
く
だ
さ
る
と
い
う
こ
と
で
す

が
、
草
木
の
色
が
変
わ
る
秋
の
風
、
つ
ま
り
夫
の
心
変
わ
り
を
表
す
風
だ
と

思
う
と
、
そ
の
風
は
Ａ
い
ま
わ
し
く
思
わ
れ
る
こ
と
で
す
わ
〉

と
（
歌
が
）
添
え
て
あ
る
。

ま
と
め

・
文
脈
か
ら
語
の
意
味
・
用
法
を
識
別
す
る

・
助
詞
・
助
動
詞
と
い
っ
た
細
部
に
も
注
意
す
る

・
古
典
常
識
や
古
文
の
典
型
的
な
展
開
を
踏
ま
え
て
読
む

・
傍
線
部
を
品
詞
分
解
し
、
過
不
足
な
く
現
代
語
に
置
き
換
え
る

・
前
後
の
文
脈
を
踏
ま
え
て
傍
線
部
を
解
釈
す
る

・
文
脈
や
敬
語
か
ら
動
作
主
・
動
作
の
受
け
手
を
押
さ
え
る

・
和
歌
の
詠
み
手
と
受
け
手
を
意
識
し
、
前
後
の
文
脈
や
修
辞
知
識
を
使
っ

て
内
容
を
把
握
す
る


