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第1講
Ｇ-5 現代文

読
解
法
の
基
本
Ⅰ
　
設
問
文
の
確
認

※
ネ
ッ
ト
講
座
と
合
わ
せ
て
学
習
し
よ
う
。

　

現
代
文
の
問
題
を
解
く
た
め
に
は
二
つ
の
軸
が
存
在
し
ま
す
。
そ
の
一
つ
は
本
文
を
し
っ
か
り
読
ん
で
、
筆
者
の
述
べ
よ
う
と
し
て

い
る
こ
と
を
把
握
す
る
こ
と
、
そ
し
て
も
う
一
つ
は
設
問
要
求
を
深
く
受
け
止
め
、
出
題
者
の
求
め
て
い
る
こ
と
に
的
確
に
応こ
た

え
る
こ

と
で
す
。
い
ず
れ
も
現
代
文
読
解
に
つ
い
て
は
極
め
て
重
要
な
も
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
う
ち
後
者
に
主
眼
を
置
い
て
現
代
文

の
解
法
と
具
体
的
に
向
き
合
っ
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
現
代
文
の
解
法
に
つ
い
て
は
様
々
な
着
眼
点
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
出
発
点
が
常
に
設

問
文
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
一
見
当
た
り
前
の
よ
う
に
思
え
ま
す
が
、
し
か
し
選
択
肢
が
あ
る
場
合
は
特
に
、
設
問
要
求

を
軽
ん
じ
て
曖あ
い

昧ま
い

な
ま
ま
選
択
肢
の
検
討
に
向
か
う
と
い
う
こ
と
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
当
然
、
設
問
要
求
を
軽
ん
じ
て
考
え
、
解

答
を
探
し
て
も
、
思
考
が
迷
走
す
る
だ
け
で
す
。
ま
ず
は
自
分
が
何
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
、
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
に
つ
い

て
し
っ
か
り
と
自
覚
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
具
体
的
に
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
例
え
ば
「
傍
線
部
Ａ
を
説
明
し
な
さ
い
」
と
い
う
要
求
と
「
傍
線
部
Ａ
に
つ
い

て
筆
者
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
か
」
と
い
う
要
求
で
は
、
解
答
を
導
く
思
考
の
道
筋
は
大
き
く
異
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
前
者

は
主
に
傍
線
部
Ａ
の
言
い
換
え
説
明
を
探
す
意
図
を
も
っ
て
本
文
を
探
索
し
、
後
者
は
傍
線
部
Ａ
に
対
す
る
本
文
に
現
れ
た
筆
者
の
評

価
を
追
跡
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
二
つ
の
何
気
な
い
設
問
文
の
表
現
の
違
い
か
ら
で
も
、
ど
の
よ
う
に
本
文
を
探
索
す
る
の

か
と
い
う
方
針
が
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

ポ
イ
ン
ト
は
、
解
答
を
導
く
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
思
考
の
道
筋
を
た
ど
る
の
か
、
そ
れ
を
明
確
に
し
つ
つ
問
題
と
向
き
合
う
と
い

う
こ
と
で
す
。
解
答
を
出
す
た
め
に
ど
の
よ
う
な
ア
イ
デ
ィ
ア
、
着
眼
点
が
あ
る
の
か
、
し
っ
か
り
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

で
は
ま
ず
、
設
問
文
の
要
求
の
違
い
を
し
っ
か
り
意
識
し
て
、
次
の
問
題
を
解
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

設
問
文
を
深
く
確
認
し
、
思
考
の
方
針
を
明
確
に
す
る

今
回
の
目
標 
　
　

15 10 5



2011.10.26　現代文Ｇ5　テキスト見本 p38-43

〈42〉

〔
例
題
〕
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。

　

俳
句
と
い
う
も
の
の
成
立
の
基
礎
条
件
に
な
る
も
の
が
日
本
人
固
有
の
自
然
観
の
特
異
性
で
あ
る
と
す
る
と
、
俳
句
の
精
神
と
い
う

の
も
畢ひ

っ

竟き
ょ
うは

こ
の
特
異
な
自
然
観
の
詩
的
表
現
以
外
の
何
物
で
も
あ
り
得
な
い
か
と
思
わ
れ
て
来
る
。

　
「
春
雨
」「
秋
風
」
は
日
本
人
に
は
直
ち
に
ま
た
人
生
の
一
断
面
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ま
た
一
方
で
不
易
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
た
一

方
で
は
流
行
の
諸
相
で
も
あ
る
。「
実
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
虚
」
で
あ
る
。「
春
雨
や
蜂は
ち

の
巣
つ
た
ふ
屋
ね
の
漏も

り

」
を
例
に
と
っ
て
み

よ
う
。
こ
れ
は
表
面
上
は
純
粋
な
客
観
的
事
象
の
記
述
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
少
な
く
も
俳
句
を
解
す
る
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
こ
の

句
は
非
常
に
肉
感
的
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
心
の
皮
膚
は
か
な
り
鋭
い
冷
湿
の
触
感
を
感
じ
、
わ
れ
わ
れ
の
心
の
鼻
は
か
び
や
煤す
す

の
臭

気
に
む
せ
る
。
そ
の
よ
う
な
ア
カ
ン
ノ
ウ
の
刺
激
を
通
じ
て
、
わ
れ
わ
れ
祖
先
以
来
の
あ
ら
ゆ
る
わ
び
し
く
さ
び
し
い
生
活
の
民
族
的

記
憶
が
よ
び
さ
ま
さ
れ
て
来
る
。
同
時
に
ま
た
一
般
的
な
「
春
雨
」
の
ど
こ
か
は
な
や
か
に
明
る
く
ま
た
な
ま
め
か
し
い
雰
囲
気
と
対

照
さ
れ
て
こ
の
雨
漏
り
の
わ
び
し
さ
が
い
っ
そ
う
強
調
さ
れ
る
。
一
方
で
は
ま
た
こ
の
「
蜂
の
巣
」
の
雨
に
ぬ
れ
そ
ぼ
ち
た
姿
が
は
っ

き
り
し
た
注
意
の
焦
点
を
な
し
て
全
句
の
感
じ
を
強
調
し
て
い
る
。
Ａ
こ
の
句
を
詠
ん
だ
芭
蕉
は
人
間
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
た
こ
の

蜂
の
巣
の
主
の
蜂
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
自
然
と
人
間
と
の
イ
コ
ウ
シ
ョ
ウ
を
通
じ
て
自
然
を
自
己
の
内
部
に
投
射
し
、ま
た
自
己
を
自
然
の
表
面
に
映
写
し
て
、

そ
う
し
て
さ
ら
に
ち
が
っ
た
一
段
高
い
自
己
の
目
で
そ
の
関
係
を
静
観
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
が
日
本
人
な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
い
う
ふ
う
な
立
場
か
ら
見
れ
ば（注
１
）
「
花か

鳥ち
ょ
う

諷ふ
う

詠え
い

」
と
か
「（
注
２
）
実
相
観
入
」
と
か
「（
注
３
）
写
生
」
と
か
「
真
実
」
と
か
い
う
よ
う
な
い
ろ

い
ろ
な
モ
ッ
ト
ー
も
皆
一
つ
の
こ
と
の
い
ろ
い
ろ
な
面
を
言
い
表
す
言
葉
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。

　

短
歌
も
や
は
り
日
本
人
の
短
詩
で
あ
る
以
上
そ
の
中
に
は
俳
句
に
お
け
る
ご
と
き
自
然
と
人
間
の
有
機
的
結
合
か
ら
生
じ
た
象
徴
的

な
諷
詠
の
要
素
を
多
分
に
含
ん
だ
も
の
も
は
な
は
だ
多
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
俳
句
と
比
較
す
る
と
、
短
歌
の
ほ
う
に
は
ど
う
し
て

も
象
徴
的
で
あ
る
よ
り
も
よ
り
多
く
直
接
な
主
観
的
情
緒
の
表
現
が
鮮
明
に
ウ
ノ
ウ
コ
ウ
に
露
出
し
て
い
る
も
の
が
多
い
こ
と
は
否
定

し
難
い
事
実
で
あ
る
。
そ
う
し
た
短
歌
の
中
の
主
観
の
主
は
す
な
わ
ち
作
者
自
身
で
あ
っ
て
、
作
者
は
そ
の
作
の
中
に
そ
の
全
人
格
を

没
入
し
た
観
が
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
、
し
か
し
俳
句
が
短
歌
と
ち
が
う
と
思
わ
れ
る
点
は
、
上
に
も
述
べ
た
よ
う
に
花
鳥
風
月
と
合

体
し
た
作
者
自
身
を
も
う
一
段
高
い
地
位
に
立
っ
た
第
二
の
自
分
が
客
観
し
認
識
し
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。「
山
路
来
て
何

や
ら
ゆ
か
し
す
み
れ
草
」
で
も
、
す
み
れ
と
人
と
が
互
い
に
ゆ
か
し
が
っ
て
い
る
の
を
傍
ら
か
ら
も
う
一
人
の
自
分
が
静
か
に
な
が
め

俳
句

自
然
観　

畢ひ
っ

竟
き
ょ
う

不
易

流
行

客
観

花
鳥
諷
詠　

実
相
観
入

写
生

短
歌　

短
詩　

俳
句

有
機　

象
徴　

諷
詠

山
路
来
て
何
や
ら
ゆ
か
し

す
み
れ
草

20 15 10 5 〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

※
ネ
ッ
ト
講
座
で
説
明
し
ま
す
。
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て
い
る
よ
う
な
趣
が
自
分
に
は
感
ぜ
ら
れ
る
。

　

短
歌
と
俳
句
と
の
精
神
と
い
う
か
あ
る
い
は
態
度
と
い
う
か
、
と
に
か
く
そ
の
内
容
に
対
す
る
作
者
と
自
己
の
関
係
の
両
者
に
お
け

る
相
違
を
し
い
て
求
め
て
み
る
と
、
そ
の
相
違
が
主
と
し
て
上
記
の
点
に
係か
か

わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
差
別
の
起

こ
っ
た
一
つ
の
原
因
は
、
俳
句
の
詩
形
が
極
度
に
短
く
な
っ
た
た
め
に
、
も
し
直
接
な
主
観
を
盛
ろ
う
と
す
る
と
、
そ
の
た
め
に
象
徴

的
な
景
物
の
入
れ
場
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
そ
の
ほ
う
を
割
愛
し
て
象
徴
的
な
も
の
に
席
を
エ
ユ
ズ
る
よ
う
に
な
り
、
従
っ
て

作
者
の
人
間
は
象
徴
の
中
に
押
し
込
ま
れ
自
然
と
有
機
的
に
結
合
し
た
姿
で
表
現
さ
れ
る
よ
り
ほ
か
に
し
か
た
が
な
く
な
る
。
そ
の
結

果
と
し
て
諷
詠
者
と
し
て
の
作
者
は
、
む
し
ろ
読
者
と
同
水
準
に
立
っ
て
、
そ
の
象
徴
の
中
に
含
ま
れ
た
作
者
自
身
を
高
所
か
ら
な
が

め
る
よ
う
な
形
に
な
る
。

　

上
述
の
ご
と
き
俳
句
に
お
け
る
作
者
の
自
己
の
特
殊
な
立
場
は
必
然
の
結
果
と
し
て
俳
句
に
内
省
的
自
己
批
評
的
あ
る
い
は
哲
学
的

な
に
お
い
を
付
加
す
る
。「
風
流
」
と
い
い
「
さ
び
」
と
い
う
の
も
畢
竟
は
自
己
を
反
省
し
批
評
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
獲
得
し
得

ら
れ
る
「
心
の
自
由
」
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
達
し
得
ら
れ
る
境
地
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　

風
流
と
か
さ
び
と
か
い
う
言
葉
が
通
例
消
極
的
な
遁と
ん

世せ
い

的て
き

な
意
味
に
の
み
解
釈
さ
れ
、
使
用
さ
れ
て
来
た
。
こ
れ
に
は
歴
史
的
に
そ

う
な
る
べ
き
理
由
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
仏
教
伝
来
以
後
今
日
ま
で
日
本
国
民
の
間
に
浸
潤
し
た
無
常
観
が
自
然
の
勢
い
で
俳
句
の
中

に
も
浸
透
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
自
分
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
Ｂ
こ
れ
は
偶
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
決
し
て
俳
句
の
精
神
と
本
質
的

に
連
関
し
て
い
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
仏
教
的
な
無
常
観
か
ら
解
放
さ
れ
た
現
代
人
に
と
っ
て
は
、
積
極
的
な
「
風
流
」、
能
動

的
な
「
さ
び
」
は
い
く
ら
で
も
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
日
常
劇
務
に
忙
殺
さ
れ
る
社
会
人
が
、
週
末
の
休
暇
に
す
べ
て
を
忘
却
し

て
高
山
に
登
る
心
の
自
由
は
風
流
で
あ
る
。
営
利
に
急
な
る
財
界
の
闘
士
が
、
早
朝
忘
我
の
一
時
間
を
菊
の
手
入
れ
に
費
や
す
は
一
種

の
「
さ
び
」
で
な
い
と
は
言
わ
れ
な
い
。
日
常
生
活
の
拘
束
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
心
を
自
由
の
境
地
に
解
放
し
て
、
そ
の
間
に
と
も
す
れ

ば
望
ま
し
き
内
省
の
余
裕
を
享
楽
す
る
の
が
風
流
で
あ
り
、
飽
く
と
こ
ろ
を
知
ら
ぬ
欲
望
を
節
制
し
て
足
る
を
知
り
分
に
安
ん
ず
る
こ

と
を
教
え
る
自
己
批
判
が
さ
び
の
真
髄
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

Ｃ
俳
句
を
修
業
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
以
上
の
見
地
か
ら
考
え
る
と
、
退た

い

嬰え
い

的て
き

な
無
常
観
へ
の
逃
避
で
も
な
け
れ
ば
、
消
極
的
な
あ

き
ら
め
の
哲
学
の
演
習
で
も
な
く
、
ま
た
ひ
と
り
よ
が
り
の
お
座
敷
芸
で
も
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
や
や
も
す
れ
ば
わ
れ
わ
れ
の
中

の
さ
も
し
い
小
我
の
た
め
に
失
わ
れ
ん
と
す
る
心
の
自
由
を
見
失
わ
な
い
よ
う
に
監
視
を
怠
ら
な
い
わ
れ
わ
れ
の
心
の
目
の
鋭
さ
を
訓

練
す
る
と
い
う
効
果
を
も
つ
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。

（
寺
田
寅と
ら

彦ひ
こ

「
俳
句
の
精
神
」
に
よ
る
）

主
観

内
省　

批
評

遁
世

無
常

忘
我

享
楽

退
嬰
的

45 40 35 30 25
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「
到
達
確
認
テ
ス
ト
」
の
前
に
、
必
ず
読
み
直
し
て
お
こ
う
。

重
要
!!

問
一　

傍
線
部
ア
～
エ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
せ
。

ア　

カ
ン
ノ
ウ							

（　
　
　
　
　
　
　
　

）　　
　
イ　

コ
ウ
シ
ョ
ウ										

（　
　
　
　
　
　
　
　

）

ウ　

ノ
ウ
コ
ウ							
（　
　
　
　
　
　
　
　

）　　
　
エ　

ユ
ズ
る												

（　
　
　
　
　
　
　
　

）
る

問
二�　

傍
線
部
Ａ
「
こ
の
句
を
詠
ん
だ
芭
蕉
は
人
間
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
た
こ
の
蜂
の
巣
の
主
の
蜂
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、
そ
の
説
明
と
し
て
最

も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

　

①　

芭
蕉
が
、
蜂
の
巣
の
主
の
蜂
に
な
り
き
り
、
蜂
の
感
覚
に
即
し
て
鋭
い
冷
湿
の
触
感
と
か
び
や
煤
の
臭
気
と
を
句
に
詠
ん
だ
こ
と
。

　

②　

芭
蕉
が
、
蜂
の
心
を
思
い
や
り
な
が
ら
も
、
わ
び
し
く
さ
び
し
い
生
活
の
中
で
生
き
る
人
間
と
し
て
自
己
を
句
に
詠
ん
だ
こ
と
。

　

③　

芭
蕉
が
、
蜂
の
巣
の
主
の
蜂
に
注
意
の
焦
点
を
合
わ
せ
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
人
間
の
立
場
に
立
っ
て
蜂
の
巣
を
句
に
詠
ん
だ
こ
と
。

　

④　

芭
蕉
が
、
蜂
の
巣
を
見
つ
め
、
蜂
に
自
ら
の
姿
を
重
ね
合
わ
せ
た
上
で
、
さ
ら
に
一
段
高
い
自
己
の
視
点
か
ら
句
を
詠
ん
だ
こ
と
。

　

⑤　

芭
蕉
が
、
対
象
と
し
て
の
蜂
に
自
己
の
姿
を
見
い
だ
し
な
が
ら
も
、
人
間
で
あ
る
自
己
の
方
を
客
観
的
事
象
と
し
て
句
に
詠
ん
だ
こ
と
。

																																											

（　
　
　
　
　
　
　
　

）

問
三�　

傍
線
部
Ｂ
「
こ
れ
は
偶
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
決
し
て
俳
句
の
精
神
と
本
質
的
に
連
関
し
て
い
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
言

え
る
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

　

①	　

日
常
的
な
束
縛
に
と
ら
わ
れ
ず
心
を
自
由
の
境
地
に
解
放
し
た
り
、あ
る
が
ま
ま
の
自
己
を
肯
定
し
て
行
動
し
た
り
す
る
こ
と
こ
そ
が
「
風
流
」
で
あ
り
、「
さ

び
」
で
あ
る
か
ら
。

（
注
）
１　
「
花
鳥
諷
詠
」　　

高
浜
虚
子
（
一
八
七
四
～
一
九
五
九
）
が
提
唱
し
た
俳
句
の
理
念
。

　
　

 

２　
「
実
相
観
入
」　　

斎
藤
茂
吉
（
一
八
八
二
～
一
九
五
三
）
が
提
唱
し
た
短
歌
の
理
念
。

　
　

 

３　
「
写　
　

生
」　　

正
岡
子
規
（
一
八
六
七
～
一
九
〇
二
）
が
俳
句
や
短
歌
な
ど
で
提
唱
し
た
文
学
理
念
。
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②	　

日
常
生
活
の
拘
束
の
中
に
あ
っ
て
伝
統
的
な
忘
我
の
境
地
に
心
を
解
き
放
っ
た
り
、世
の
無
常
を
観
照
し
た
り
す
る
こ
と
こ
そ
が
「
風
流
」
で
あ
り
、「
さ
び
」

で
あ
る
か
ら
。

　

③	　

日
々
の
仕
事
に
追
わ
れ
る
生
活
か
ら
逃
れ
た
り
、
足
る
を
知
り
分
に
安
ん
ず
る
仏
教
的
な
境
地
に
至
っ
た
り
す
る
こ
と
こ
そ
が
「
風
流
」
で
あ
り
、「
さ
び
」

で
あ
る
か
ら
。

　

④	　

心
を
自
由
に
し
て
自
己
を
ふ
り
か
え
る
余
裕
を
楽
し
ん
だ
り
、
欲
望
を
節
制
す
る
自
己
批
判
の
視
点
を
持
つ
こ
と
こ
そ
が
「
風
流
」
で
あ
り
、「
さ
び
」
で

あ
る
か
ら
。

　

⑤	　

社
会
人
と
し
て
の
自
己
の
生
活
を
反
省
し
た
り
、日
常
生
活
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
趣
味
の
世
界
に
遊
ん
だ
り
す
る
こ
と
こ
そ
が
「
風
流
」
で
あ
り
、「
さ

び
」
で
あ
る
か
ら
。

																																											

（　
　
　
　
　
　
　
　

）

問
四�　

傍
線
部
Ｃ
「
俳
句
を
修
業
す
る
と
い
う
こ
と
」
に
つ
い
て
、
筆
者
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。
筆
者
の
考
え
と
異
な
る
も
の

4

4

4

4

4

を
、
次
の
①
～
⑥
の
う
ち

か
ら
二
つ
選
べ
。

　

①	　

俳
句
の
修
業
の
基
本
は
、
日
本
人
固
有
の
仏
教
的
な
無
常
観
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
通
し
て
、
内
省
的
で
哲
学
的
な
俳
句
を
作
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
。

　

②	　

俳
句
の
修
業
で
は
、
ま
ず
自
然
を
観
察
す
る
力
を
磨
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
気
づ
か
ず
に
い
た
自
然
界
の
美
し
さ
を
発
見
し
、

自
覚
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　

③	　

俳
句
の
修
業
は
、
外
界
に
と
ら
わ
れ
ず
ひ
た
す
ら
自
己
の
内
面
を
凝
視
し
内
省
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
自
然
と
自
己
と
を
一
体
化
し
た
姿
で
象
徴

的
に
表
現
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　

④	　

俳
句
の
修
業
は
、
日
常
生
活
の
拘
束
か
ら
逃
れ
て
自
然
を
楽
し
む
遁
世
的
な
境
地
を
め
ざ
す
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
積
極
的
に
自
己
の
心
の
目
の
鋭
さ

を
き
た
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　

⑤	　

俳
句
の
修
業
で
は
、
観
察
眼
を
養
う
だ
け
で
な
く
自
己
と
外
界
と
の
有
機
的
な
関
係
を
内
省
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
批
判
力
と
認
識
力
の
獲
得
に

精
神
的
意
義
が
見
い
だ
さ
れ
る
。

　

⑥	　

俳
句
の
修
業
で
は
、
景
物
の
中
か
ら
焦
点
と
な
る
も
の
を
取
捨
選
択
し
不
用
な
も
の
を
切
り
捨
て
る
訓
練
を
積
む
。
そ
の
成
果
が
、
む
だ
の
少
な
い
文
章
と

な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。

																																	

（　
　
　
　
　
　
　
　

）・（　
　
　
　
　
　
　
　

）

　

現
代
文
の
解
答
導
出
は
、
設
問
文
を
精
密
に
と
ら
え
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
何
を
ど
の
よ
う
に
答
え
る
の
か
決
し
て
曖あ

い

昧ま
い

に
せ
ず
、
し
っ
か
り
と
設
問
要

求
の
方
針
に
従
っ
て
考
え
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

着
眼
点
１　

設
問
文
の
要
求
に
合
わ
せ
て
解
答
を
探
す
。

　

説
問
要
求
の
パ
タ
ー
ン
（
※
ネ
ッ
ト
講
座
で
説
明
し
ま
す
）

　
　

①　

言
い
換
え
、
説
明
を
求
め
る
設
問

　
　

②　

理
由
を
求
め
る
設
問

　
　

③　

特
定
の
条
件
を
出
題
者
が
課
し
て
く
る
設
問

　

現
代
文
問
題
の
主
流
で
あ
る
、
傍
線
説
明
の
問
題
は
大
き
く
分
け
て
以
上
の
三
つ
の
視
点
に
分
か
れ
ま
す
。
問
題
を
解
く
う
え
で
、
ま
ず
こ
の
三
つ
の
視
点
の
う

ち
い
ず
れ
に
な
る
の
か
、
明
確
に
し
て
考
え
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。



2011.10.26　現代文Ｇ5　テキスト見本 p38-43

〈38〉

　

②	　

日
常
生
活
の
拘
束
の
中
に
あ
っ
て
伝
統
的
な
忘
我
の
境
地
に
心
を
解
き
放
っ
た
り
、世
の
無
常
を
観
照
し
た
り
す
る
こ
と
こ
そ
が
「
風
流
」
で
あ
り
、「
さ
び
」

で
あ
る
か
ら
。

　

③	　

日
々
の
仕
事
に
追
わ
れ
る
生
活
か
ら
逃
れ
た
り
、
足
る
を
知
り
分
に
安
ん
ず
る
仏
教
的
な
境
地
に
至
っ
た
り
す
る
こ
と
こ
そ
が
「
風
流
」
で
あ
り
、「
さ
び
」

で
あ
る
か
ら
。

　

④	　

心
を
自
由
に
し
て
自
己
を
ふ
り
か
え
る
余
裕
を
楽
し
ん
だ
り
、
欲
望
を
節
制
す
る
自
己
批
判
の
視
点
を
持
つ
こ
と
こ
そ
が
「
風
流
」
で
あ
り
、「
さ
び
」
で

あ
る
か
ら
。

　

⑤	　

社
会
人
と
し
て
の
自
己
の
生
活
を
反
省
し
た
り
、日
常
生
活
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
趣
味
の
世
界
に
遊
ん
だ
り
す
る
こ
と
こ
そ
が
「
風
流
」
で
あ
り
、「
さ

び
」
で
あ
る
か
ら
。

																																											

（　
　
　
　
　
　
　
　

）

問
四�　

傍
線
部
Ｃ
「
俳
句
を
修
業
す
る
と
い
う
こ
と
」
に
つ
い
て
、
筆
者
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。
筆
者
の
考
え
と
異
な
る
も
の

4

4

4

4

4

を
、
次
の
①
～
⑥
の
う
ち

か
ら
二
つ
選
べ
。

　

①	　

俳
句
の
修
業
の
基
本
は
、
日
本
人
固
有
の
仏
教
的
な
無
常
観
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
通
し
て
、
内
省
的
で
哲
学
的
な
俳
句
を
作
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
。

　

②	　

俳
句
の
修
業
で
は
、
ま
ず
自
然
を
観
察
す
る
力
を
磨
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
気
づ
か
ず
に
い
た
自
然
界
の
美
し
さ
を
発
見
し
、

自
覚
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　

③	　

俳
句
の
修
業
は
、
外
界
に
と
ら
わ
れ
ず
ひ
た
す
ら
自
己
の
内
面
を
凝
視
し
内
省
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
自
然
と
自
己
と
を
一
体
化
し
た
姿
で
象
徴

的
に
表
現
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　

④	　

俳
句
の
修
業
は
、
日
常
生
活
の
拘
束
か
ら
逃
れ
て
自
然
を
楽
し
む
遁
世
的
な
境
地
を
め
ざ
す
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
積
極
的
に
自
己
の
心
の
目
の
鋭
さ

を
き
た
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　

⑤	　

俳
句
の
修
業
で
は
、
観
察
眼
を
養
う
だ
け
で
な
く
自
己
と
外
界
と
の
有
機
的
な
関
係
を
内
省
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
批
判
力
と
認
識
力
の
獲
得
に

精
神
的
意
義
が
見
い
だ
さ
れ
る
。

　

⑥	　

俳
句
の
修
業
で
は
、
景
物
の
中
か
ら
焦
点
と
な
る
も
の
を
取
捨
選
択
し
不
用
な
も
の
を
切
り
捨
て
る
訓
練
を
積
む
。
そ
の
成
果
が
、
む
だ
の
少
な
い
文
章
と

な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。

																																	

（　
　
　
　
　
　
　
　

）・（　
　
　
　
　
　
　
　

）

ま
と
め

　

現
代
文
の
解
答
導
出
は
、
設
問
文
を
精
密
に
と
ら
え
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
何
を
ど
の
よ
う
に
答
え
る
の
か
決
し
て
曖あ

い

昧ま
い

に
せ
ず
、
し
っ
か
り
と
設
問
要

求
の
方
針
に
従
っ
て
考
え
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

着
眼
点
１　

設
問
文
の
要
求
に
合
わ
せ
て
解
答
を
探
す
。

　

説
問
要
求
の
パ
タ
ー
ン
（
※
ネ
ッ
ト
講
座
で
説
明
し
ま
す
）

　
　

①　

言
い
換
え
、
説
明
を
求
め
る
設
問

　
　

②　

理
由
を
求
め
る
設
問

　
　

③　

特
定
の
条
件
を
出
題
者
が
課
し
て
く
る
設
問

　

現
代
文
問
題
の
主
流
で
あ
る
、
傍
線
説
明
の
問
題
は
大
き
く
分
け
て
以
上
の
三
つ
の
視
点
に
分
か
れ
ま
す
。
問
題
を
解
く
う
え
で
、
ま
ず
こ
の
三
つ
の
視
点
の
う

ち
い
ず
れ
に
な
る
の
か
、
明
確
に
し
て
考
え
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。


