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【
添
削
課
題
】

出
典
…
オ
リ
ジ
ナ
ル
問
題
（
文
章
出
典
　
野
家
啓
一
『
物
語
の
哲
学
―
―
柳
田
國
男
と
歴
史
の
発
見
』）

設
問
Ⅰ

過
去
の
出
来
事
は
「
描
写
」
さ
れ
る
の
で
は
な
く
想
起
的
に
「
構
成
」
さ
れ
る
。
こ
れ
は
単
に
現
在
の
知
覚
状
況
を
描
写
す
る
「
体
験
を
話
す
」
こ
と
と
、
あ

る
種
の
規
範
的
意
味
が
込
め
ら
れ
た
「
経
験
を
語
る
」
こ
と
の
区
別
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
一
度
限
り
の
個
人
的
な
体
験
は
物
語
行
為
に
よ
っ
て
我
々
の
信

念
体
系
の
中
に
組
み
込
ま
れ
意
味
づ
け
ら
れ
て
経
験
と
な
る
。
大
森
荘
蔵
の
言
う
よ
う
に
私
た
ち
は
過
去
を
知
覚
す
る
こ
と
は
で
き
ず
想
起
す
る
こ
と
し
か
で

き
な
い
。
つ
ま
り
過
去
の
体
験
は
経
験
を
語
る
物
語
行
為
か
ら
独
立
に
は
存
在
し
得
な
い
の
だ
。
だ
か
ら
裁
判
で
被
告
と
原
告
の
証
言
の
違
い
が
生
じ
て
も
、

そ
れ
は
両
者
の
想
起
の
対
立
で
あ
り
、
事
実
と
想
起
の
対
立
で
は
な
い
。
た
と
え
そ
こ
に
物
的
証
拠
が
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
は
「
過
去
の
痕
跡
」
で
あ
り
、
想
起

と
は
独
立
に
同
定
さ
れ
る
客
観
的
過
去
で
は
な
く
、
想
起
を
通
じ
て
語
ら
れ
る
「
過
去
物
語
」
の
一
要
素
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

設
問
Ⅱ

　
課
題
文
を
読
み
、
私
が
思
い
出
し
た
の
は
高
校
の
修
学
旅
行
で
沖
縄
を
訪
れ
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
国
内
唯
一
の
地
上
戦
の
舞
台
と
な
っ
た
沖
縄
戦
に
つ

い
て
は
、
事
前
学
習
で
あ
る
程
度
の
理
解
を
し
て
い
た
つ
も
り
だ
っ
た
。
し
か
し
戦
争
経
験
者
の
老
人
た
ち
か
ら
直
接
聞
い
た
話
は
、
や
は
り
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ

た
。
彼
ら
の
中
で
戦
争
は
終
わ
っ
て
い
な
い
の
だ
と
思
っ
た
。

　
私
た
ち
は
過
ぎ
去
っ
た
過
去
を
知
覚
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
た
だ
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
な
の
だ
。
い
や
私
た
ち
が
想
起
し
な
け
れ
ば
過
去
は
存
在

し
な
い
の
だ
。
け
れ
ど
も
個
人
的
に
想
起
す
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。
積
極
的
に
物
語
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
過
去
は
存
在
し
て
も
個
人
の
胸

の
中
に
止
ま
り
、
い
ず
れ
消
え
て
い
っ
て
し
ま
う
。
物
語
行
為
の
も
つ
「
構
造
化
」
と
「
共
同
化
」
と
い
う
働
き
こ
そ
が
、
過
去
を
過
去
と
し
て
活
か
し
、
現

在
の
私
た
ち
の
行
為
に
指
針
を
与
え
、
規
範
的
な
意
味
を
持
つ
経
験
と
な
る
の
だ
。

　
戦
争
経
験
者
が
徐
々
に
消
え
て
い
く
現
在
、
私
た
ち
は
か
つ
て
戦
争
が
あ
っ
た
と
い
う
過
去
を
語
り
継
ぐ
使
命
が
あ
る
の
だ
と
思
う
。

解
答

　
慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
の
出
題
は
、
課
題
文
・
設
問
指
示
・
文
字
数
の
全
て
に
お
い
て
、
こ
こ
数
年
で
た
び
た
び
変
化
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
設
問
Ⅰ
に
つ
い
て
は
〈
要
約
〉
と
〈
説
明
問
題
〉
の
二
通
り
の
出
題
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
が
、
ど
ち
ら
の
場
合
で
あ
っ
て
も
「
課
題
文
の
内
容
を
読
み

と
り
、
ま
と
め
る
」
と
い
う
基
本
姿
勢
は
同
じ
で
あ
る
。

　
要
約
（
説
明
問
題
）
と
意
見
論
述
の
両
方
の
出
題
を
想
定
し
、
ど
ち
ら
の
対
策
も
進
め
て
お
く
こ
と
が
必
須
で
あ
る
。

【
参
考
】
過
去
の
設
問
形
式

　
二
〇
〇
四
年

　
　
　
　
　
　
：
六
〇
〇
字
〜
八
〇
〇
字
の
意
見
論
述
（
単
独
設
問
）

　
二
〇
〇
五
年
　
　
　
　
　
　
：
三
〇
〇
字
〜
四
〇
〇
字
程
度
の
内
容
に
関
す
る
読
解
（
要
約
）
と
、
四
〇
〇
字
程
度
の
意
見
論
述
（
二
問
構
成
）

　
二
〇
〇
六
年
　
　
　
　
　
　
：
一
〇
〇
字
、
四
〇
〇
字
の
説
明
問
題
（
二
問
）
※
意
見
論
述
の
出
題
な
し

　
二
〇
〇
七
年
〜
二
〇
〇
九
年
：
一
八
〇
字
〜
二
〇
〇
字
の
説
明
問
題
と
、
四
八
〇
字
〜
五
二
〇
字
の
意
見
論
述
（
二
問
構
成
）

　
二
〇
一
〇
年

　
　
　
　
　
　
：
二
二
〇
字
〜
二
八
〇
字
の
説
明
問
題
と
、
三
四
〇
字
〜
四
四
〇
字
の
意
見
論
述
（
二
問
構
成
）

　
二
〇
一
一
年

　
　
　
　
　
　
：
一
八
〇
字
〜
二
〇
〇
字
の
説
明
問
題
と
、
四
〇
〇
字
〜
五
〇
〇
字
の
意
見
論
述
（
二
問
構
成
）

　
二
〇
一
二
年
〜
二
〇
一
四
年
：
三
〇
〇
字
〜
三
六
〇
字
の
説
明
問
題
と
、
三
二
〇
字
〜
四
〇
〇
字
の
意
見
論
述
（
二
問
構
成
）

●
設
問
要
求
●

　
　
　
ま
ず
設
問
文
そ
し
て
課
題
文
を
し
っ
か
り
読
み
、

　
　
　
設
問
Ⅰ

　「
筆
者
の
考
え
方
の
筋
道
が
わ
か
る
よ
う
に
」
と
い
う
要
求
に
留
意
し
て
課
題
文
を
要
約
す
る
（
三
五
〇
字
以
内
）。

設
問
Ⅱ
　「
過
去
の
体
験
は
、
経
験
を
語
る
物
語
行
為
か
ら
独
立
に
は
存
在
し
得
な
い
と
す
る
筆
者
の
見
方
を
考
慮
し
た
う
え
で
」
と
い
う
要
求
に

留
意
し
て
、「
過
去
を
語
る
こ
と
に
つ
い
て
」
論
述
す
る
（
四
〇
〇
字
以
内
）。

　
　
注
意

　
あ
ら
ゆ
る
教
科
の
試
験
に
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、

　
　
　
①
設
問
文
を
読
み
、
そ
の
要
求
を
押
さ
え
る
（
設
問
の
分
析
）
こ
と
。

解
説

2 1
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②
限
ら
れ
た
時
間
内
で
答
案
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
は
、
時
間
配
分
に
も
十
分
な
注
意
を
払
う
こ
と
。

●
課
題
文
を
読
む
●

　
受
験
と
は
時
間
と
の
戦
い
で
も
あ
る
。
と
り
わ
け
小
論
文
は
、
課
題
文
が
提
示
さ
れ
て
い
れ
ば
そ
れ
を
読
み
解
い
た
上
で
、
解
答
を
構
想
・
構
成
し
、
さ

ら
に
は
自
分
の
書
い
た
文
章
を
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
あ
せ
っ
た
り
パ
ニ
ッ
ク
に
陥
り
が
ち
な
受
験
科
目
で
も
あ
る
。
そ
の
せ
い
か
課
題
文
が

提
示
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
多
く
の
受
験
生
は
、
そ
の
意
識
が
書
く
こ
と
に
ば
か
り
向
け
ら
れ
、
課
題
文
の
読
解
が
疎
か
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
課
題
文
が
提
示
さ
れ
て
い
る
以
上
、
課
題
文
の
筆
者
の
主
張
を
肯
定
す
る
に
せ
よ
、
否
定
し
た
り
、
疑
問
を
呈
す
る
に
せ
よ
、
ま
た
い
か
に
自

由
に
論
じ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
よ
う
と
、
正
確
な
課
題
文
の
読
解
が
前
提
に
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
課
題
文
の
正
確
な
理
解
が
無
け
れ
ば
、

い
か
に
構
想
・
構
成
に
見
る
べ
き
も
の
が
あ
ろ
う
と
、
そ
の
論
は
致
命
的
な
欠
陥
を
背
負
う
こ
と
に
な
る
。

　
し
た
が
っ
て
、「
書
く
こ
と
」
は
と
り
あ
え
ず
括
弧
に
入
れ
て
、
あ
せ
ら
ず
課
題
文
を
冷
静
に
「
読
む
こ
と
」
に
ま
ず
集
中
す
る
べ
き
で
あ
る
（
丁
寧
に
「
読

む
こ
と
」
は
、
自
ず
と
「
書
く
こ
と
」
を
思
い
つ
か
せ
て
く
れ
る
、
論
点
・
視
点
を
提
示
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
課
題
文
の
筆
者
に
は
「
言

い
た
い
こ
と
」
が
あ
り
、
そ
れ
を
私
た
ち
読
者
に
伝
え
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
れ
は
私
た
ち
を
何
ら
か
の
意
味
で
刺
激
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
）。
特
に
本

題
の
よ
う
に
課
題
文
の
正
確
な
読
解
を
問
う
設
問
が
独
立
し
て
用
意
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
解
答
終
了
ま
で
に
制
限
時
間
の
半
分
以
上
を
費
や
し
て
も

構
わ
な
い
だ
ろ
う
（
も
っ
と
も
、
こ
の
あ
た
り
は
多
少
個
人
差
が
あ
る
こ
と
な
の
で
、
過
去
問
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
自
分
な
り
の
大
ま
か
な
時
間
配
分
を
各

自
た
て
て
お
い
て
欲
し
い
）。

●
設
問
文
を
検
討
・
分
析
す
る
●

　
　
ま
ず
設
問
文
を
し
っ
か
り
読
む
。

　
設
問
Ⅰ
は
全
文
要
約
。
た
だ
「
筆
者
の
考
え
方
の
筋
道
が
わ
か
る
よ
う
に
」
と
い
う
要
求
が
つ
い
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
事
は
こ
と
さ
ら
言
わ
れ
な
く
て

も
よ
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
要
約
と
は
、
原
則
と
し
て
筆
者
の
考
え
方
の
筋
道
が
分
か
る
よ
う
に
課
題
文
を
縮
約
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ

る
。
た
だ
そ
う
は
言
っ
て
も
、
実
際
に
は
そ
う
な
っ
て
い
な
い
ケ
ー
ス
が
か
な
り
あ
る
。
課
題
文
の
内
容
を
理
解
し
、
整
理
し
直
し
て
要
約
し
て
い
る
（
つ

も
り
の
）
解
答
を
し
ば
し
ば
見
か
け
る
の
で
あ
る
。
上
手
く
い
け
ば
相
当
な
力
業
と
し
て
評
価
も
さ
れ
よ
う
が
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
は
マ
ズ
イ
結
果
に
終

わ
っ
て
い
る
。
結
局
、
課
題
文
の
展
開
上
、
重
要
と
思
わ
れ
る
要
素
を
抜
き
出
し
、
そ
れ
を
課
題
文
の
叙
述
の
順
序
に
従
っ
て
（
つ
ま
り
、
筆
者
の
考
え
方

の
筋
道
に
沿
っ
て
）
ま
と
め
る
こ
と
が
要
約
の
王
道
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
筆
者
の
考
え
方
の
筋
道
が
わ
か
る
よ
う
に
」
と
い
う
要
求
は
私
た
ち
に
原
則

通
り
の
要
約
を
求
め
て
い
る
の
だ
、
と
考
え
れ
ば
よ
い
。

　
設
問
Ⅱ
で
は
「
過
去
の
体
験
は
、
経
験
を
語
る
物
語
行
為
か
ら
独
立
に
は
存
在
し
得
な
い
と
す
る
筆
者
の
見
方
」
と
「
過
去
を
語
る
こ
と
」
の
二
つ
が
ポ

イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
設
問
で
要
求
し
て
い
る
こ
と
が
課
題
文
に
お
い
て
枝
葉
末
節
で
あ
る
は
ず
は
あ
る
ま
い
。
と
い
う
こ
と
は
先
の
設

問
Ⅰ
の
全
文
要
約
の
際
に
、
こ
の
設
問
Ⅱ
の
二
つ
の
ポ
イ
ン
ト
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
要
素
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
が
つ
く
は
ず
。
他
教
科
（
特
に
現
代

文
な
ど
）
も
そ
う
で
あ
ろ
う
が
、
各
設
問
を
つ
な
が
り
で
捉
え
る
姿
勢
が
大
切
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

●
課
題
文
の
分
析
・
読
解
●

　
こ
の
課
題
文
の
長
さ
は
過
去
の
慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
小
論
文
の
課
題
文
と
し
て
は
や
や
短
め
の
出
題
事
例
に
近
い
。
引
用
文
を
含
め
全
体
で
十
一
の
形

式
段
落
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
課
題
文
の
読
み
に
入
る
前
に
ま
ず
課
題
文
全
体
に
段
落
番
号
を
振
っ
て
お
く
こ
と
を
勧
め
る
。
課
題
文
は
た
だ
ダ
ラ
リ
と
文

章
が
広
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
ブ
ロ
ッ
ク
（
本
課
題
文
で
あ
れ
ば
十
一
個
の
ブ
ロ
ッ
ク
）
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が

目
に
見
え
る
形
で
わ
か
る
だ
け
で
も
、
心
が
落
ち
着
く
は
ず
で
あ
る
。
課
題
文
が
ノ
ッ
ペ
ラ
ボ
ウ
な
文
章
の
広
が
り
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
と
、
そ
こ
に
い
く

つ
か
の
筋
目
が
入
っ
て
い
る
こ
と
を
比
べ
て
み
れ
ば
よ
い
（
こ
れ
は
現
代
文
に
お
け
る
問
題
文
で
も
同
じ
）。

　
　
課
題
文
の
形
式
段
落
に
番
号
を
振
る
こ
と
な
ど
造
作
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
是
非
、
実
行
す
る
こ
と
を
勧
め
る
。

　
　
以
下
、
形
式
段
落
に
従
っ
て
、
課
題
文
の
流
れ
を
追
い
か
け
て
い
こ
う
。

　
①
段
落
《
前
提
》

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

　
　
物
語
行
為
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
事
柄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
過
去
の
経
験
と
歴
史
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②
限
ら
れ
た
時
間
内
で
答
案
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
は
、
時
間
配
分
に
も
十
分
な
注
意
を
払
う
こ
と
。

●
課
題
文
を
読
む
●

　
受
験
と
は
時
間
と
の
戦
い
で
も
あ
る
。
と
り
わ
け
小
論
文
は
、
課
題
文
が
提
示
さ
れ
て
い
れ
ば
そ
れ
を
読
み
解
い
た
上
で
、
解
答
を
構
想
・
構
成
し
、
さ

ら
に
は
自
分
の
書
い
た
文
章
を
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
あ
せ
っ
た
り
パ
ニ
ッ
ク
に
陥
り
が
ち
な
受
験
科
目
で
も
あ
る
。
そ
の
せ
い
か
課
題
文
が

提
示
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
多
く
の
受
験
生
は
、
そ
の
意
識
が
書
く
こ
と
に
ば
か
り
向
け
ら
れ
、
課
題
文
の
読
解
が
疎
か
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
課
題
文
が
提
示
さ
れ
て
い
る
以
上
、
課
題
文
の
筆
者
の
主
張
を
肯
定
す
る
に
せ
よ
、
否
定
し
た
り
、
疑
問
を
呈
す
る
に
せ
よ
、
ま
た
い
か
に
自

由
に
論
じ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
よ
う
と
、
正
確
な
課
題
文
の
読
解
が
前
提
に
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
課
題
文
の
正
確
な
理
解
が
無
け
れ
ば
、

い
か
に
構
想
・
構
成
に
見
る
べ
き
も
の
が
あ
ろ
う
と
、
そ
の
論
は
致
命
的
な
欠
陥
を
背
負
う
こ
と
に
な
る
。

　
し
た
が
っ
て
、「
書
く
こ
と
」
は
と
り
あ
え
ず
括
弧
に
入
れ
て
、
あ
せ
ら
ず
課
題
文
を
冷
静
に
「
読
む
こ
と
」
に
ま
ず
集
中
す
る
べ
き
で
あ
る
（
丁
寧
に
「
読

む
こ
と
」
は
、
自
ず
と
「
書
く
こ
と
」
を
思
い
つ
か
せ
て
く
れ
る
、
論
点
・
視
点
を
提
示
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
課
題
文
の
筆
者
に
は
「
言

い
た
い
こ
と
」
が
あ
り
、
そ
れ
を
私
た
ち
読
者
に
伝
え
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
れ
は
私
た
ち
を
何
ら
か
の
意
味
で
刺
激
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
）。
特
に
本

題
の
よ
う
に
課
題
文
の
正
確
な
読
解
を
問
う
設
問
が
独
立
し
て
用
意
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
解
答
終
了
ま
で
に
制
限
時
間
の
半
分
以
上
を
費
や
し
て
も

構
わ
な
い
だ
ろ
う
（
も
っ
と
も
、
こ
の
あ
た
り
は
多
少
個
人
差
が
あ
る
こ
と
な
の
で
、
過
去
問
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
自
分
な
り
の
大
ま
か
な
時
間
配
分
を
各

自
た
て
て
お
い
て
欲
し
い
）。

●
設
問
文
を
検
討
・
分
析
す
る
●

　
　
ま
ず
設
問
文
を
し
っ
か
り
読
む
。

　
設
問
Ⅰ
は
全
文
要
約
。
た
だ
「
筆
者
の
考
え
方
の
筋
道
が
わ
か
る
よ
う
に
」
と
い
う
要
求
が
つ
い
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
事
は
こ
と
さ
ら
言
わ
れ
な
く
て

も
よ
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
要
約
と
は
、
原
則
と
し
て
筆
者
の
考
え
方
の
筋
道
が
分
か
る
よ
う
に
課
題
文
を
縮
約
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ

る
。
た
だ
そ
う
は
言
っ
て
も
、
実
際
に
は
そ
う
な
っ
て
い
な
い
ケ
ー
ス
が
か
な
り
あ
る
。
課
題
文
の
内
容
を
理
解
し
、
整
理
し
直
し
て
要
約
し
て
い
る
（
つ

も
り
の
）
解
答
を
し
ば
し
ば
見
か
け
る
の
で
あ
る
。
上
手
く
い
け
ば
相
当
な
力
業
と
し
て
評
価
も
さ
れ
よ
う
が
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
は
マ
ズ
イ
結
果
に
終

わ
っ
て
い
る
。
結
局
、
課
題
文
の
展
開
上
、
重
要
と
思
わ
れ
る
要
素
を
抜
き
出
し
、
そ
れ
を
課
題
文
の
叙
述
の
順
序
に
従
っ
て
（
つ
ま
り
、
筆
者
の
考
え
方

の
筋
道
に
沿
っ
て
）
ま
と
め
る
こ
と
が
要
約
の
王
道
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
筆
者
の
考
え
方
の
筋
道
が
わ
か
る
よ
う
に
」
と
い
う
要
求
は
私
た
ち
に
原
則

通
り
の
要
約
を
求
め
て
い
る
の
だ
、
と
考
え
れ
ば
よ
い
。

　
設
問
Ⅱ
で
は
「
過
去
の
体
験
は
、
経
験
を
語
る
物
語
行
為
か
ら
独
立
に
は
存
在
し
得
な
い
と
す
る
筆
者
の
見
方
」
と
「
過
去
を
語
る
こ
と
」
の
二
つ
が
ポ

イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
設
問
で
要
求
し
て
い
る
こ
と
が
課
題
文
に
お
い
て
枝
葉
末
節
で
あ
る
は
ず
は
あ
る
ま
い
。
と
い
う
こ
と
は
先
の
設

問
Ⅰ
の
全
文
要
約
の
際
に
、
こ
の
設
問
Ⅱ
の
二
つ
の
ポ
イ
ン
ト
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
要
素
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
が
つ
く
は
ず
。
他
教
科
（
特
に
現
代

文
な
ど
）
も
そ
う
で
あ
ろ
う
が
、
各
設
問
を
つ
な
が
り
で
捉
え
る
姿
勢
が
大
切
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

●
課
題
文
の
分
析
・
読
解
●

　
こ
の
課
題
文
の
長
さ
は
過
去
の
慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
小
論
文
の
課
題
文
と
し
て
は
や
や
短
め
の
出
題
事
例
に
近
い
。
引
用
文
を
含
め
全
体
で
十
一
の
形

式
段
落
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
課
題
文
の
読
み
に
入
る
前
に
ま
ず
課
題
文
全
体
に
段
落
番
号
を
振
っ
て
お
く
こ
と
を
勧
め
る
。
課
題
文
は
た
だ
ダ
ラ
リ
と
文

章
が
広
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
ブ
ロ
ッ
ク
（
本
課
題
文
で
あ
れ
ば
十
一
個
の
ブ
ロ
ッ
ク
）
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が

目
に
見
え
る
形
で
わ
か
る
だ
け
で
も
、
心
が
落
ち
着
く
は
ず
で
あ
る
。
課
題
文
が
ノ
ッ
ペ
ラ
ボ
ウ
な
文
章
の
広
が
り
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
と
、
そ
こ
に
い
く

つ
か
の
筋
目
が
入
っ
て
い
る
こ
と
を
比
べ
て
み
れ
ば
よ
い
（
こ
れ
は
現
代
文
に
お
け
る
問
題
文
で
も
同
じ
）。

　
　
課
題
文
の
形
式
段
落
に
番
号
を
振
る
こ
と
な
ど
造
作
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
是
非
、
実
行
す
る
こ
と
を
勧
め
る
。

　
　
以
下
、
形
式
段
落
に
従
っ
て
、
課
題
文
の
流
れ
を
追
い
か
け
て
い
こ
う
。

　
①
段
落
《
前
提
》

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

　
　
物
語
行
為
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
事
柄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
過
去
の
経
験
と
歴
史
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観
察
文
…
知
覚
状
況
の
共
有

　
　
同
意
・
不
同
意
の
一
致

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
物
語
文
…
文
脈
の
共
有

　
②
段
落
《
主
張
》

　
　
観
察
文
…
感
覚
的
刺
激
に
促
さ
れ
て
知
覚
的
現
在
を
描
写

　
　
物
語
文
…
想
起
に
促
さ
れ
て
過
ぎ
去
っ
た
知
覚
的
現
在
に
つ
い
て
語
る

　
　
　
　
　
　《
簡
単
に
言
え
ば
》

　
　
現
在
の
出
来
事
　
　
　
　
　
　
で
き
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
描
写

　
　
過
去
の
出
来
事

　
　
　
　
　
　
で
き
な
い

　
　
　
　
　
　《
こ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
》

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　「
描
写
」
さ
れ
る
の
で
は
な
く

　
　
過
去
の
出
来
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　「
想
起
」
的
に
「
構
成
」
さ
れ
る

　
③
段
落

　
　
　
　《
補
強
で
き
る
》

　
　「
体
験
」
…
知
覚
的
現
在
の
見
聞
嗅
触

　
　「
経
験
」
…
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
行
為
に
指
針
を
与
え
、
規
制
す
る

　
　「
体
験
」
を
話
す
…
今
現
在
の
知
覚
状
況
を
描
写
し
記
述
す
る

「
経
験
」
を
語
る
…
過
ぎ
去
っ
た
体
験
を
わ
れ
わ
れ
の
信
念
体
系
の
脈
絡
の
中
に
組
み
入
れ
、
意
味
づ
け
、
現
在
の
行
為
と
の
間
に
規
範
的
関
係
を
新
た

に
設
定
す
る

　
④
段
落

経
験
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
組
み
入
れ
ら
れ
、
他
の
経
験
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
構
造
化
」
さ
れ
「
共
同

化
」
さ
れ
て
記
憶
に
値
す
る
も
の
と
な
る

　
　
一
度
限
り
の
個
人
的
な
体
験

信
念
体
系
の
中
に
一
定
の
位
置
価
を
要
求
し
う
る
体
験
の
み
が
「
経
験
」
と
し
て
語
り
伝
え
ら
れ
、
記
憶
の
中
に
残
留

す
る

　
　
　
　
　
　《
繰
り
返
せ
ば
》

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
過
去
の
体
験
を
正
確
に
再
生
、
再
現
す
る
こ
と
で
は
な
い

　
　
経
験
を
語
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　「
解
釈
学
的
変
形
」
な
い
し
「
解
釈
学
的
再
構
成
」
の
操
作  

＝
物
語
行
為
（
言
語
装
置
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

6 5



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
観
察
文
…
知
覚
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況
の
共
有

　
　
同
意
・
不
同
意
の
一
致

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
物
語
文
…
文
脈
の
共
有
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段
落
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主
張
》
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察
文
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に
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れ
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写
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に
言
え
ば
》

　
　
現
在
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出
来
事

　
　
　
　
　
　
で
き
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
描
写

　
　
過
去
の
出
来
事
　
　
　
　
　
　
で
き
な
い

　
　
　
　
　
　《
こ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
》

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　「
描
写
」
さ
れ
る
の
で
は
な
く

　
　
過
去
の
出
来
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　「
想
起
」
的
に
「
構
成
」
さ
れ
る

　
③
段
落
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補
強
で
き
る
》

　
　「
体
験
」
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知
覚
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現
在
の
見
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　「
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現
在
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描
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験
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入
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④
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落
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れ
、
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　 《
言
い
換
え
れ
ば
》

　
　
　「
体
験
」

│
「
物
語
」　
　
　
　
　「
経
験
」

　　
⑤
段
落

　
　《
過
去
や
歴
史
に
も
適
用
で
き
る
》

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
想
起

　
　
常
識
‥
過
去
の
出
来
事
は
主
観
的
な
活
動
　
　
　
　
　
　
か
ら
独
立
に
客
観
的
に
実
在
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
語
る

　
　
　
　
　
　《
疑
い
・
異
を
と
な
え
る
》

　
　
大
森
荘
蔵
の
「
想
起
過
去
説
」

　
⑥
段
落
　
　《
引
用
》

　
　
想
起
と
は
過
去
の
知
覚
を
再
現
・
再
生
す
る
こ
と
で
は
な
い

　
⑦
段
落
　
　《
解
説
》

　
　
過
去
＝
想
起
さ
れ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　《
す
な
わ
ち
》

　
　
過
去
は
想
起
と
い
う
経
験
様
式
か
ら
独
立
に
存
在
し
得
な
い

　
　
知
覚
　
　
　
　
　
　  

体
験

　
　
　
　
　
　
　
＝

　
　
想
起

　
　
　
　
　
　  

経
験

　
　
　
　
　
　《
言
い
換
え
れ
ば
》

　
　
　
　
　
　
　
　
　
過
去
の
体
験
を
再
生
・
再
現
す
る
こ
と
で
は
な
く

　
　
経
験
を
語
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
過
去
の
体
験
は
経
験
を
語
る
物
語
行
為
か
ら
独
立
に
は
存
在
し
得
な
い

　
　
　
　
　
　《
反
論
》

　
⑧
段
落

　
　
想
起
と
過
去
の
同
一
視
は
、
過
去
の
客
観
的
実
在
性
を
否
定
す
る
乱
暴
な
説

　
　
　
　
　
　《
む
し
ろ
逆
》

　
⑨
段
落

　
　《
例
え
ば
》

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　「
過
去
の
事
実
」
を
今
現
在
こ
の
場
で
知
覚
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

　
　
　
裁
判
に
お
け
る
被
告
と
原
告
の
証
言
の
食
い
違
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　「
過
去
の
客
観
的
事
実
」
で
は
決
め
ら
れ
な
い

　　
　
　
大
森
「
過
去
想
起
説
」
＝
想
起
は
過
去
の
「
写
し
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
過
去
そ
の
も
の
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⑩
段
落
　
　
　《
だ
と
す
れ
ば
》

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
過
去
の
事
実
と
想
起
と
の
対
立
な
の
で
は
な
く

　
　
証
言
の
食
い
違
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
原
告
の
想
起
と
被
告
の
想
起
の
対
立
に
ほ
か
な
ら
な
い

　
　
　
　
　

　
　
過
去
に
関
す
る
言
明
の
真
偽
決
定
基
準
＝
過
去
を
語
る
「
物
語
の
筋
の
一
貫
性
」

　
⑪
段
落

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
過
去
の
事
実
と
想
起
内
容
の
比
較
で
は
な
く

　
　
物
的
証
拠
＝
過
去
の
痕
跡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
過
去
の
痕
跡
か
ら
遡
及
的
に
再
構
成
さ
れ
た
過
去
と
想
起
内
容
と
の
整
合
性
を
確
か
め
て
い
る

　
　
物
的
証
拠
＝
想
起
か
ら
独
立
に
同
定
さ
れ
る
客
観
的
過
去
で
は
な
く
、
想
起
を
通
じ
て
語
ら
れ
る
「
過
去
物
語
」
の
一
要
素

　
こ
の
よ
う
に
課
題
文
の
流
れ
を
追
い
か
け
て
く
る
と
、「
観
察
文
と
物
語
文
」「
現
在
と
過
去
」「
体
験
と
経
験
」「
知
覚
と
想
起
」
と
い
っ
た
対
比
の
積
み
重

ね
で
構
成
さ
れ
る
課
題
文
の
全
体
は
以
下
の
よ
う
な
組
み
立
て
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
《
前
提
》

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
《
主
張
１
》

③
《
補
強
》

④
《
適
用
》

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
⑥
⑦
《
主
張
２
》

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
⑨
⑩
⑪
《
例
証
》

●
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
●

　《
設
問
Ⅰ
》

　
　
解
答
の
手
順

　
　
　
①

　
課
題
文
の
筆
者
の
主
張
・
結
論
（「
言
い
た
い
こ
と
」）
を
ま
ず
押
さ
え
る
。

　
　
　
②

　
そ
れ
を
着
地
点
に
し
て
筆
者
が
ど
の
よ
う
に
論
じ
て
い
っ
た
か
、
論
述
の
流
れ
を
押
さ
え
る
。

　
　
　
③

　
以
上
の
こ
と
を
箇
条
書
き
な
ど
に
し
て
、
そ
の
関
係
を
把
握
す
る
。

　
　
　
④
　
指
定
字
数
に
留
意
し
な
が
ら
、
拾
う
べ
き
要
素
と
捨
て
る
べ
き
要
素
を
決
め
る
。

　
　
　
⑤
　
以
上
の
作
業
に
基
づ
き
、
分
か
り
や
す
い
表
現
（
一
文
が
長
く
な
り
す
ぎ
な
い
よ
う
な
ど
）
に
注
意
し
な
が
ら
記
述
す
る
。

　
　
　
⑥

　
要
約
問
題
で
あ
る
の
で
（
三
五
〇
字
と
い
う
字
数
は
微
妙
だ
が
）、
段
落
分
け
（
冒
頭
一
字
下
げ
）
は
不
要
と
判
断
す
る
。

　
　
解
答
の
ポ
イ
ン
ト

　
前
項
の
「
課
題
文
の
分
析
・
読
解
」
の
最
後
に
あ
る
よ
う
に
、
課
題
文
の
筆
者
の
主
張
は
②
段
落
と
⑦
段
落
に
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
中
心
に
し
て

そ
の
主
張
を
支
え
る
よ
う
に
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
事
柄
を
前
後
に
拡
げ
る
よ
う
な
つ
も
り
で
拾
っ
て
い
け
ば
よ
い
。

　
　
　
イ

　「
過
去
の
出
来
事
は
『
描
写
』
さ
れ
る
の
で
は
な
く
『
想
起
』
的
に
『
構
成
』
さ
れ
る
」
と
い
う
主
張
が
あ
る
こ
と
。
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張
は
②
段
落
と
⑦
段
落
に
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
中
心
に
し
て

そ
の
主
張
を
支
え
る
よ
う
に
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
事
柄
を
前
後
に
拡
げ
る
よ
う
な
つ
も
り
で
拾
っ
て
い
け
ば
よ
い
。

　
　
　
イ

　「
過
去
の
出
来
事
は
『
描
写
』
さ
れ
る
の
で
は
な
く
『
想
起
』
的
に
『
構
成
』
さ
れ
る
」
と
い
う
主
張
が
あ
る
こ
と
。
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ロ

　「
過
去
の
体
験
は
経
験
を
語
る
物
語
行
為
か
ら
独
立
に
は
存
在
し
得
な
い
」
と
い
う
主
張
が
あ
る
こ
と
。

　
　
　
ハ
　
前
記
の
主
張
を
補
強
し
支
え
る
要
素
と
し
て

　
　
　
　
　
①
「
体
験
」
と
「
経
験
」
の
区
別
と
い
う
要
素
が
あ
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
②
「
過
去
を
知
覚
す
る
こ
と
は
で
き
ず
想
起
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
」（
大
森
説
）
と
い
う
要
素
が
あ
る
こ
と
。

　
　
　
ニ

　「
過
去
の
客
観
的
事
実
」「
物
的
証
拠
」
へ
の
言
及
部
分
（
第
⑨
段
落
以
降
）
が
要
素
と
し
て
あ
る
こ
と
。

　《
設
問
Ⅱ
》

　
　
解
答
の
手
順

①
　「
過
去
の
体
験
は
、
経
験
を
語
る
物
語
行
為
か
ら
独
立
に
は
存
在
し
得
な
い
と
す
る
筆
者
の
見
方
を
考
慮
し
た
う
え
で
」
と
い
う
設
問
の
要
求

を
確
認
す
る
。

　
　
　
②
　
そ
れ
は
課
題
文
⑦
段
落
に
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
想
起
と
知
覚
」
が
「
体
験
と
経
験
」
の
区
別
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
押
さ
え
る
。

　
　
　
③
　
さ
ら
に
「
物
語
行
為
」
に
つ
い
て
課
題
文
中
の
説
明
を
押
さ
え
る
。

　
　
　
　
　
　
・
物
語
文
と
観
察
文
と
の
相
違
（
①
段
落
）

　
　
　
　
　
　
・
物
語
行
為
＝
体
験
を
経
験
へ
と
解
釈
学
的
に
変
形
し
再
構
成
す
る
言
語
装
置
（
④
段
落
）

　
　
　
　
　
　
・
物
語
行
為
＝
孤
立
し
た
体
験
に
脈
絡
と
屈
折
を
与
え
、
新
た
に
意
味
づ
け
る
反
省
的
な
行
為
（
④
段
落
）

　
　
　
　
　
　
・
物
語
行
為
の
も
つ
「
構
造
化
」
と
「
共
同
化
」
と
い
う
働
き
（
④
段
落
）

　
　
　
④
　
以
上
の
作
業
か
ら
、
自
分
が
「
過
去
を
語
る
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
何
か
気
づ
く
こ
と
は
な
い
か
、
ラ
フ
に
考
え
、
メ
モ
す
る
。

　
　
　
⑤

　
メ
モ
の
中
か
ら
、
論
じ
る
に
値
す
る
も
の
、
論
じ
る
だ
け
の
材
料
が
あ
る
も
の
を
検
討
し
、
論
点
を
決
定
す
る
。

　
　
　
⑥

　
段
落
分
け
（
冒
頭
一
字
下
げ
）
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
す
る
。
指
定
字
数
は
四
〇
〇
字
な
の
で
原
則
と
し
て
二
〜
三
段
落
構
成
と
す
る
。

　
　
解
答
の
ポ
イ
ン
ト

　「
筆
者
の
見
方
を
考
慮
し
た
う
え
で
」
と
い
う
要
求
で
あ
る
。
筆
者
の
見
方
へ
の
賛
否
が
求
め
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
し
、
過
去
が
想
起
で
あ
る

か
否
か
、
過
去
は
客
観
的
事
実
で
あ
る
か
否
か
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
論
を
構
え
て
も
、
説
得
力
の
あ
る
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
（
相

手
は
周
到
に
議
論
を
進
め
て
お
り
、
こ
ち
ら
に
は
極
め
て
限
ら
れ
た
字
数
し
か
な
い
）。

　
し
た
が
っ
て
「
過
去
の
体
験
は
、
経
験
を
語
る
物
語
行
為
か
ら
独
立
に
は
存
在
し
得
な
い
と
す
る
筆
者
の
見
方
」
を
踏
ま
え
、
ど
う
ア
プ
ロ
ー
チ
す

る
か
、
を
考
え
る
。
例
え
ば

　
　
　
イ
　
物
語
行
為
が
無
け
れ
ば
「
過
去
の
体
験
」
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

　
　
　
ロ

　
体
験
が
経
験
へ
と
成
熟
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

　
　
　
ハ

　
物
語
行
為
と
は
孤
立
し
た
体
験
に
脈
絡
を
与
え
、
意
味
づ
け
る
反
省
的
な
行
為
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
論
点
に
絡
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
イ
な
ど
は
戦
争
を
語
り
継
ぐ
と
い
っ
た
具
体
的
な
話
題
が
思
い
浮
か
ぶ
し
、
ロ
で
あ
れ
ば

諸
君
が
今
身
を
置
い
て
い
る
受
験
と
い
う
「
体
験
」
を
「
経
験
」
に
「
成
熟
」
さ
せ
る
こ
と
に
引
き
つ
け
て
考
え
て
も
面
白
い
。
ま
た
ハ
で
あ
れ
ば
、

最
近
の
短
絡
的
な
犯
罪
や
、
キ
レ
や
す
い
若
者
な
ど
と
結
び
付
け
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に

　
　
　
ニ
　「
過
去
を
語
る
こ
と
に
つ
い
て
」
と
い
う
時
の
「
過
去
」
を
ど
う
捉
え
る
か

　
　
　
　
　
①
日
本
の
過
去
、
日
本
の
歴
史
と
い
っ
た
言
わ
ば
大
き
な
「
過
去
」
を
考
え
る

　
　
　
　
　
②
自
分
自
身
の
過
去
、
自
分
の
体
験
と
経
験
と
い
っ
た
言
わ
ば
小
さ
な
「
過
去
」
を
考
え
る

な
ど
、
具
体
的
に
考
え
た
い
。
①
に
つ
い
て
な
ら
最
近
の
日
本
の
戦
後
処
理
問
題
な
ど
を
取
り
上
げ
る
こ
と
も
で
き
よ
う
し
、「
水
に
流
す
」
日
本
人

の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
と
絡
め
て
論
じ
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
②
で
あ
れ
ば
、
高
校
受
験
、
学
校
の
部
活
、
友
人
関
係
な
ど
、
そ
れ
こ
そ
様
々
な

具
体
的
体
験
お
よ
び
経
験
が
扱
え
る
だ
ろ
う
。
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