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復
習
用
現
代
語
訳 

六
つ
の
経
典
が
学
問
に
つ
い
て
述
べ
た
の
は
、
書
経
の
中

で
武
丁

ぶ

て

い

が
説 え

つ

に
（
徳
を
修
め
る
方
法
を
）
た
ず
ね
た
故
事
が
最
初
で
あ
る
。
し
か

し
学
問
の
方
法
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
説 え

つ

は
「
遜 そ

ん

」
お
よ
び
「
敏
」
と
し
か
語
っ

て
い
な
い
。「
遜
」
と
は
、
自
分
は
「
謙
退
」
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
が
、
な
お

そ
れ
が
で
き
て
い
な
い
よ
う
だ
と
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。「
敏
」
と
は
、
自
分
は

「
進
修
」
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
が
、
な
お
そ
れ
が
不
十
分
で
あ
る
よ
う
だ
と
考

え
る
こ
と
で
あ
る
。（
今
述
べ
た
「
謙
退
」
の
）「
退
」
は
謙
虚
な
態
度
で
人
か
ら

教
え
を
受
け
る
こ
と
で
あ
り
、（「
進
修
」
の
）「
進
」
は
努
力
し
て
自
分
を
激
励

（
し
自
ら
修
得
）
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
二
つ
は
ど
ち
ら
が
欠
け
て

も
い
け
な
い
。 

 

孔
子
は
大
聖
人
で
あ
る
が
自
分
を
聖
人
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、「
私

は
生
ま
れ
つ
き
知
る
者
で
は
な
い
。」
と
言
っ
た
の
は
「
遜
」
と
言
え
る
。
し
か

し
一
方
で
「（
私
は
）

古
い
に
し
え

の
教
え
を
好
み
、『
敏
』
の
態
度
で
そ
れ
を
探
求
す
る

者
で
あ
る
。」
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
孔
子
が

古
い
に
し
え

の
教
え
を

追
い
求
め
る
に
当
た
っ
て
、
ど
う
し
て
「
敏
」
を
貴
ば
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
ろ
う

か
。（
当
然
「
敏
」
を
尊
重
し
た
に
違
い
な
い
。）
あ
る
日
孔
子
が
顔 が

ん

回 か
い

・
曾 そ

う

参 さ
ん

の

二
人
と
仁
お
よ
び
孝
に
つ
い
て
語
っ
た
時
、
二
人
と
も
、
自
分
た
ち
は
「
敏
」
で



は
な
い
と
言
っ
た
。
こ
れ
で
両
人
の
「
遜
」
は
よ
く
わ
か
る
の
だ
が
、
そ
も
そ
も

顔
回
の
仁
に
つ
い
て
も
曾
参
の
孝
に
つ
い
て
も
（
他
の
）
三
千
の
弟
子
た
ち
は
こ

の
二
人
に
及
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
顔
回
・
曾
参
が
ど
う
し
て
「
敏
」

で
な
い
者
だ
ろ
う
か
。（
彼
ら
は
当
然
「
敏
」
な
の
だ
。） 

 

も
し
自
分
を
卑
下
す
る
ば
か
り
で
積
極
的
に
学
ぶ
手
段
を
考
え
な
い
な
ら
ば
、

そ
れ
は
退
く
こ
と
を
知
っ
て
進
む
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
思
う
に
、「
遜
」

は
美
徳
で
は
あ
っ
て
も
、「
敏
」
で
あ
り
続
け
る
な
ら
ば
効
果
が
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
学
問
の
方
法
に
お
い
て
最
も
重
視
す
べ
き
は
「
敏
」
で
あ
る
。
※
「
し
か

し
世
の
学
者
は
ほ
と
ん
ど
他
人
の
教
え
を
受
け
入
れ
て
い
る
『
遜
』
だ
け
だ
。
な

ん
と
情
け
な
い
こ
と
か
！
」
と
い
う
の
が
筆
者
の
真
の
主
張
だ
ろ
う
。
な
お
、
今

の
日
本
の
経
済
学
は
ア
メ
リ
カ
の
、
社
会
学
は
や
は
り
ア
メ
リ
カ
の
、
情
報
処
理

も
ア
メ
リ
カ
の
、
法
律
学
は
い
ま
だ
に
ド
イ
ツ
の
教
え
を
そ
れ
ぞ
れ
受
け
て
い

る
。 

音
読
用
書
き
下
し
文 

六 り
く

経 け
い

の
学
を
言
ふ
は
、
肇 は

じ

め
て
武 ぶ

丁 て
い

の
説 え

つ

に
命
ず
る
に

見
ゆ
る
も
、
而 し

か

れ
ど
も
学
を
為 な

す
の
道
を
論
じ
て
は
、
遜 そ

ん

と
曰 い

ひ
敏
と
曰
ふ
の
み
。

（
而
已

の

み

コ

p
1
3
6

）
遜 そ

ん

と
は
其 そ

の
謙
退
せ
ん
と
欲 ほ

っ

し
て
能 あ

た

は
ざ
る
有
る
が
ご
と
く
す

る
な
り
。（
出
題
者
は
「

遜
そ
ん
ト
ハ

者
」
の
「
者
」
を
置
き
字
と
し
、
読
み
を
与
え
て

い
な
い
。
こ
れ
は
概
念
を
定
義
す
る
時
の
訓
読
法
。「
遜 そ

ん

者 は

」「

遜
そ
ん
ナ
ル

者
も
の
ハ

」
も
同



じ
。
）
敏
と
は
其
の
進
修
せ
ん
と
欲
し
て
及
ば
ざ
る
有
る
が
ご
と
く
す
る
な
り
。

退
く
は

則
す
な
は

ち
虚 む

な

し
く
し
て
人
に
受
け
、
進
む
は
則
ち
勤 つ

と

め
て
以
て
己

お
の
れ

を
励 は

げ

ま

す
な
り
。
二
者
は
固 も

と

よ
り
偏
廃
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。 

 

孔
子
は
大
聖
人
な
れ
ど
も
自

み
づ
か

ら
は
聖
と
せ
ず
。
故
に
「
我 わ

れ

生
ま
れ
な
が
ら
に

し
て
之 こ

れ

を
知
る
者
に
非 あ

ら

ず
。」
と
曰 い

ふ
は
、
遜
と
謂 い

ふ
べ
し
。
然 し

か

り
而

し
か
う

し
て
又 ま

た

「

古
い
に
し
え

を
好
み
以 も

っ

て
之 こ

れ

を
求
め
た
る
者
な
り
。」
と
曰 い

ふ
は
則
ち
其
の
之 こ

れ

を
求
む

る
や
、
曷 な

ん

ぞ
嘗 か

つ

て
敏
を
貴

た
ふ
と

ば
ざ
ら
ん
や
。
他 た

日 じ
つ

顔
・
曾 そ

う

二
子
と
仁
と
孝
と
を
言

ひ
て
、
二
子
は
皆 み

な

自
み
づ
か

ら
敏
な
ら
ず
と
謂 い

ふ
。
其
の
遜
な
る
こ
と

抑
そ
も
そ
も

見
る
べ
し
。

回 か
い

の
仁
・
参 し

ん

の
孝
も
、
三
千
の
徒 と

、
未 い

ま

だ
之 こ

れ

に
先 さ

き

ん
ず
る
こ
と
能 あ

た

は
ず
。
豈 あ

に
真

ま
こ
と

に
敏
な
ら
ざ
る
者
な
ら
ん
や
。 

 

苟 い
や

し
く
も
徒 た

だ

自
み
づ
か

ら
卑 い

や

し
む
る
を
為 な

し
て
自
ら
強 つ

と

む
る
所
以

ゆ

ゑ

ん

を
思
は
ざ
る

は
、
是 こ

れ

れ
退

し
り
ぞ

く
を
知
り
て
進
む
を
知
ら
ず
と
謂 い

ふ
。
蓋 け

だ

し
遜
は
美
徳
と
雖

い
へ
ど

も
、

然 し
か

れ
ど
も
必
ず
敏
な
ら
ば
則
ち
功
有
り
。
是 こ

れ

れ
に
由 よ

り
て
之 こ

れ

を
言
は
ば
、
則
ち
学

を
為
す
の
道
、
重
ん
ず
る
所
は
尤

も
っ
と

も
敏
に
在 あ

る
な
り
。 

 

【
主
張
を
つ
か
む
】 

ス
テ
ッ
プ
１ 

最
初
の
２
行
を
読
む 

傍
線
Ａ
の
前
ま
で
読
む
と
、
１
行
目
の
下
か
ら
、
「
遜 そ

ん

と
曰 い

ひ
、
敏
と
曰
ふ
」

と
あ
る
の
で
、[

対
比
に
注
意
！]

に
よ
り
、
筆
者
は
「
遜
」
と
「
敏
」
を
対
比
さ



せ
て
主
張
を
展
開
す
る
は
ず
。 

ス
テ
ッ
プ
２ 

最
後
の
３
行
を
読
む 

 

オ
シ
リ
か
ら 
読
む
と
わ
か
る
よ 

お
結
論

m
1
0  

 

早
読
み
は 

最
初
と
最
後
に 

主
語
述
語

m
9  

 

う
し
ろ
か
ら
な
が
め
る
と
穴
埋
め
□
が
三
つ
あ
る
の
で
、
読
む
の
を
停
止
。
最

後
の
３
行
の
最
初
（1

0

行
目
）
を
見
る
。
楽
を
す
る
た
め
に
、
最
初
の
主
語
と

最
後
の
述
語
だ
け
見
る
。「
主
語

自
ら
い
や
し
む
る
を
為
し
て
自
ら
つ
と
む
る
所
以

ゆ

え

ん

1
6
2

を
思
わ
ざ
る
は…

述
語

進
む
を
知
ら
ず
」 

ス
テ
ッ
プ
３ 

最
終
設
問
の
選
択
肢
を
見
る 

 
 

最
初
と
最
後
で 

筆
者
は
主
張

m9  

 

と
い
う
原
則
に
よ
り
、
最
終
段
落
（
こ
こ
で
は
第
三
段
落
）
は
「
筆
者
の
主
張
」

の
は
ず
。
そ
こ
で
問
６
(ⅰ)

の
選
択
肢
を
見
る
と
、「
筆
者
の
主
張
」
を
言
い
換
え

た
言
葉
の
あ
る
①
「
第
三
段
落
は
筆
者
自
身
の
見
解
」
と
③
「
第
三
段
落
は
筆
者

の
見
解
の
優
越
性
の
主
張
」
が
正
解
候
補
。 

 

こ
こ
で
退
却
す
る
が
、
第
一
段
落
に
も
ど
る
の
だ
か
ら
①
「
第
一
段
落
は
本
論

の
主
題
と
な
る
語
に
つ
い
て
の
定
義
付
け
」
と
③
「
第
一
段
落
は
本
論
の
主
題
と

な
る
語
に
つ
い
て
の
筆
者
自
身
の
見
解
」
は
し
っ
か
り
見
る
。 

 

傍
線
Ａ
に
も
ど
る
と
、「
遜
と
は
○
○
。
敏
と
は
●
●
。」。
そ
し
て
傍
線
を
訳



し
た
問
２
の
選
択
肢
は
「…

と
は…

で
あ
る
。」。
こ
れ
は
定
義
す
る
言
い
方
だ
。

③
の
「
見
解
」
な
ら
ば
傍
線
Ａ
は
「…

に
つ
い
て
は…

と
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う

文
の
は
ず
。
こ
れ
で
問
６
(ⅰ)

の
正
解
が
①
に
確
定
。 

 

問
６
(ⅱ)

の
「
筆
者
の
意
図
」
は
三
つ
の
穴
ポ
コ
を
埋
め
て
か
ら
だ
。
３
分
た
っ

た
し
、
一
問
解
け
た
の
で
完
全
に
退
却
。
三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
で
わ
か
っ
た
筆
者
の

主
張
の
一
部
は
、「
卑
下
す
る
の
は
進
む
を
知
ら
な
い
。『
学
問
を
す
る
に
は
』
(ⅱ)

の
選
択
肢

、
謙

遜
と
俊

敏
が…

…

。」
こ
れ
だ
け
だ
が
、
こ
れ
で
十
分
。
こ
れ
が
大
事
。 

問
１{

熟} 

（
１
）
受
験
の
ウ
ラ
わ
ざ
「
１
字
の
漢
字
は
熟
語
で
訳
せ
。
熟
語
の
訳

で
正
解
探
せ
！
」17

4

で
解
く
。「
偏
」
で
普
通
に
思
い
浮
か
ぶ
熟
語
は
「
偏
見
（
か

た
よ
っ
た
見
方
）」
だ
。
そ
し
て
「
偏
廃
」
の
「
廃
」
は
「
廃
止
」。
傍
線
部
を
含

む
一
文
の
書
き
下
し
文
は
「
二
者
は
固 も

と

よ
り
偏
廃
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
で
あ
り
、

「
二
つ
は
偏
廃
し
て
は
い
け
な
い
」
だ
か
ら
、
⑤
「
片
方
だ
け
」
は
「
片
方
だ
け

→

一
方
だ
け→

か
た
よ
っ
た
」
と
な
り
、
一
文
は
「
二
つ
（
に
お
い
て
）
は
片
方

だ
け
（
を
）
廃
止
し
て
は
い
け
な
い
」
と
な
る
の
で
⑤
が
正
解
。 

問
２{

漢} 

「
不 ず

レ

能
あ
た
ハ

」1
4
0

の
訳
は
「
で
き
な
い
」
な
の
で
、
①
③
「
で
き
そ
う

に
な
い
」
か
②
「
で
き
て
い
な
い
」
。「
如
」1

4
7

の
読
み
と
訳
は
「
ご
と
シ
・
よ

う
だ
」
な
の
で
選
択
肢
②
の
「
で
き
て
い
な
い
よ
う
だ
」
が
正
解
。 

探
求
す
る
人
の
た
め
の
補
説 

質
問 

①
③
「
で
き
そ
う
に
な
い
」
の
「…

し
そ
う
だ
」
は
「
よ
う
だ
」
と
同
じ
で



は
な
い
の
か
？ 

解
答 

日
本
語
「…

し
そ
う
だ
」
は
将
来
の
事
態
の
予
測
で
あ
り
、
漢
文
で
は
「
将 ま

さ

に…

せ
ん
と
す
」
に
当
た
る
。
一
方
、
日
本
語
「…

よ
う
だ
」
は
現
在
の
状
態
の

形
容
で
あ
り
、
こ
れ
が
漢
文
の
「
如 ご

と

し
」
に
あ
た
る
。 

質
問 

「
よ
う
だ
」
は
現
在
の
状
態
の
形
容
だ
と
言
う
が
、
「
も
う
行
く
よ
う
だ
」

は
将
来
の
事
態
の
予
測
で
は
な
い
の
か
？ 

解
答 

「
も
う
行
き
そ
う
だ
」
は
将
来
の
事
態
の
予
測
な
の
で
切
迫
感
が
あ
る
が
、

「
も
う
行
く
よ
う
だ
」
は
「
も
う
行
く
」
と
い
う
現
在
の
状
態
の
形
容
な
の
で
ノ

ン
ビ
リ
し
て
い
る
。 

問
３{

主
張} 

{

ン
ヤ} 

早
読
み
は 

最
初
と
最
後
に 

主
語
述
語

m
9

を
多
用
す
る
。

第
一
段
落
の
最
後
は
「
二
者
」
で
あ
り
、
そ
の
二
者
が
最
初
の
文
の
末
尾
に
よ
っ

て
「
遜
」
と
「
敏
」
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
。
次
に
第
二
段
落
で
孔
子
を
話
題
に

し
て
「
遜
」
と
「
敏
」
を
論
じ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
。
し
か
し
短
時
間
で
は
Ｂ

が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
第
二
段
落
の
最
後
の
傍
線
Ｃ
を
機
械
的
に
翻
訳

し
た
。
な
ぜ
な
ら
第
二
段
落
は
、 

 
 

主
語

孔
子…
…
…
…
…

述
語

Ｂ
。 

 
 

主
語
（
孔
子
は
）
他
日

た

じ

つ…

述
語

Ｃ
。 

と
い
う
構
造
で
あ
り
、
論
文
の
論
理
は
常
に
単
純
な
の
で
Ｂ
＝
Ｃ
の
は
ず
だ
か



ら
だ
。 

 

傍
線
Ｃ
「
豈 あ

に
真

ま
こ
と

に
敏
な
ら
ざ
る
者
な
ら
ん
や
」
は[

反
語
は
こ
れ
だ
け
語
尾

の
ン
ヤ]

5
6

に
よ
り
、「
ど
う
し
て
本
当
に
敏
で
な
い
者
か
。
い
や
、
敏
で
あ
る
者

だ
。」
と
な
る
。
傍
線

C
は
第
二
段
落
の
オ
シ
リ
で
あ
り
結
論
な
の
で
、
オ
シ

リ
か
ら 

読
む
と
わ
か
る
よ 

お
結
論

m
1
0

に
よ
り
筆
者
は
「
遜
」
と
「
敏
」

の
「
二
者
」
の
う
ち
「
敏
」
を
重
視
し
て
い
る
。
そ
こ
で
正
解
は
(ⅱ)

③
「
ど
う
し

て
『
敏
』
を
貴

た
っ
と

ば
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。（
い
や
、
敏
を
貴
ん
だ
）」。
そ

し
て
(ⅰ)

は
自
動
的
に
「
ど
う
し
て
敏
を
貴
ば
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、
い
や

→

曷 な
ん

ぞ
敏
を
貴

た
っ
と

ば
ざ
ら
ん
や
」
の
④
。 

 

読
み
か
ら
(ⅰ)

を
確
認
す
る
と
た
い
へ
ん
な
作
業
に
な
る
。
傍
線
Ｂ
「
貴
於
敏
」

は[

「
於
て
」
が
あ
っ
た
ら
『
受
身
』
と
『
比
較
』4

9 ]

に
よ
り
、「
貴

と
う
と

し
：
形
容

詞
」
で
な
く
「
貴
ぶ
：
動
詞
」
と
読
ま
れ
て
い
る
の
で
、
比
較
で
は
な
い
。
そ
こ

で
「
～
よ
り
」
の
①
③
は
キ
ズ
。「

貴
た
っ
と

ぶ
：
動
詞
」
な
の
で
受
身
の
は
ず
で
あ
り
、

⑤
「
敏
に
貴
ば
れ
」
は
一
見
正
解
。
し
か
し
「
ヒ
ト
に
貴
ば
れ
」「
モ
ノ
に
さ
え

ぎ
ら
れ
」
は
受
身
表
現
と
し
て
可
能
だ
が
、「
敏
」
は
概
念
・
考
え
で
あ
っ
て
ヒ

ト
で
も
モ
ノ
で
も
な
い
の
で
受
身
は
無
理
。
た
し
か
に
「
愛
に
支
え
ら
れ
て…

」

と
い
う
表
現
は
あ
る
が
、「
彼
女
の
愛
に
支
え
ら
れ
て
」
の
よ
う
に
、
何
か
を
支

え
る
愛
は
、
支
柱
と
な
る
に
足
る
だ
け
の
固
さ
を
も
っ
た
モ
ノ
に
変
化
し
て
い



る
。 ②

は
「…
也
、…

」
を
「
な
り
、…

」
と
読
ん
で
い
る
の
が
キ
ズ
。
「
な
り
」

は
終
止
形
だ
か
ら
「…

な
り
。」
の
形
で
文
末
に
し
か
こ
な
い
。「…

也 や

、…

」
と

読
め
な
い
受
験
生
は
音
読
不
足
。
例
文
や
過
去
問
で
何
回
も
登
場
す
る
よ
。 

そ
こ
で
残
っ
た
④
が
正
解
と
な
る
が
、
読
み
か
ら
(ⅰ)

の
正
解
に
至
ろ
う
と
し

て
も
ま
ず
無
理
だ
っ
た
の
で
は
。 

問
４{

主
張} {

ン
ヤ} 

第
二
段
落
後
半
の
「
二
子
（
顔
回
・
曾
参
）
は
皆 み

な

自
み
ず
か

ら
敏
な
ら

ず
と
言
ふ
」
と
、
問
３
で
作
業
し
た
傍
線
Ｃ
「
ど
う
し
て
本
当
に
敏
で
な
い
者
か
。

い
や
、
敏
で
あ
る
者
だ
。」
を
組
み
合
わ
せ
る
と
、「
二
人
は
み
ず
か
ら
は
『
敏
』

で
は
な
い
と
言
う
。（
し
か
し
）
ど
う
し
て
本
当
に
敏
で
な
い
者
か
。
い
や
、
敏

で
あ
る
者
だ
。」
と
な
り
、「
み
ず
か
ら
は
『
敏
』
で
な
い
と
言
い
つ
つ
も
、
実
際

は…

『
敏
』
で
あ
る
態
度
で
取
り
組
ん
だ
」
と
す
る
①
が
正
解
。
問
３
で
し
っ
か

り
悩
ん
で
い
な
い
と
下
手
な
消
去
法
を
使
う
こ
と
に
な
る
。 

問
５{

主
張}{

漢}  

第
三
段
落
末
尾
は
論
文
の
結
論
部
分
だ
か
ら
オ
シ
リ
か
ら 

読
む
と

わ
か
る
よ 

お
結
論
に
よ
り
第
二
段
落
の
最
後
と
同
じ
内
容
と
な
る
。
第
二
段
落
の

最
後
で
は
「
敏
」
を
主
張
し
て
い
る
か
ら
、「
遜
」
と
「
敏
」
を
比
べ
る
第
三
段

落
で
も
、「
遜
」<

「
敏
」
と
な
る
。
あ
と
は
次
の
よ
う
に
書
き
下
し
文
に
あ
て
は

め
る
だ
け
だ
。
な
お
、
コ
レ
だ
け
漢
字
が
た
く
さ
ん
登
場
し
て
い
る
。
蓋

1
4
6

、
雖



1
4
2

、
然

1
4
8

、
則

1
5
0

。 

「
蓋 け

だ

し
Ⅰ

遜
は
美
徳
と

雖
い
へ
ど

も
、
然 し

か

れ
ど
も
必
ず
Ⅱ

敏
な
ら
ば

則
す
な
は

ち
功
有
り
。…

重
ん
ず
る
所
は
尤

も
っ
と

も
Ⅲ

敏
に
在 あ

る
な
り
。」→

正
解
⑤ 

問
６{

主
張} 

【
主
張
を
つ
か
む
】
作
業
で
 (ⅰ)

の
正
解
は
①
「
第
三
段
落
は
筆
者
自

身
の
見
解
」
だ
っ
た
ね
。 

 

念
の
た
め
他
の
選
択
肢
を
解
説
す
る
と
、
②
「
社
会
通
念
（
社
会
常
識
）
へ
の

批
判
」
は
キ
ズ
。「
社
会
の
常
識
で
は
、
謙
遜
の
方
が
敏
よ
り
美
徳
だ
」
と
い
っ

た
語
句
は
原
文
に
な
い
。
④
「
筆
者
の
時
代
に
お
け
る
認
識
」
は
キ
ズ
。
⑤
「
読

者
へ
の
問
題
提
起
」
は
キ
ズ
。
問
題
提
起
と
は
「
こ
の
よ
う
な
事
態
を
放
置
し
て

よ
い
の
か
！
」
と
い
っ
た
表
現
。 

 

ま
た
①
と
③
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
と
、
①
の
「
具
体
的
に
実
践
し
た
歴
史
上

の
人
物
の
例
」
は
、
孔
子
、
顔
回
・
曾 そ

う

参 し
ん

と
い
う
具
体
的
人
物
が
証
拠
。
③
は
「
儒

家
思
想
家
一
般
の
見
解
」
が
キ
ズ
。
原
文
が
「
世 よ

の
儒 じ

ゅ

は
皆 み

な

『…

』
と
言
ふ
。
」

な
ど
と
な
っ
て
い
れ
ば
「
具
体
的
例
」
の
反
対
の
「
一
般
的
見
解
」
と
な
る
。 

(ⅱ)

設
問
の
「
筆
者
の
意
図
」
と
は
ま
さ
に
筆
者
の
主
張
な
の
で
、 

最
初
と
最
後
で 

筆
者
は
主
張

m9  

と
い
う
大
原
則
に
よ
り
、
最
終
段
落
の
最
初
の
一
文
と
最
後
の
一
文
を
慎
重

に
理
解
す
る
。
最
後
の
一
文
は
「
遜
よ
り
敏
を
重
視
せ
よ
」
と
い
う
結
論
。
最
初



の
一
文
は
「
自
ら
い
や
し
む
る
を
な
し
て
、
み
ず
か
ら
つ
と
む
る…

を
思
は
ざ
る

は
、
こ
れ
退
く
を
知
り
て
進
む
を
知
ら
ず
と
謂 い

ふ
。」
こ
こ
で
「
い
や
し
む
・
つ

と
む
」、「
退
く
・
進
む
」
と
「
遜
・
敏
」
の
対
応
を
整
理
す
る
と
、「
遜
」
は
「
謙

遜
」
の
「
遜
」
な
の
だ
か
ら
、[

遜
＝
い
や
し
む
＝
退
く]<

[

敏
＝
つ
と
め
る
＝
進

む]

だ
ろ
う
。
そ
こ
で
次
の
よ
う
な
関
係
と
な
る
。 

 
 

い
や
し
む 

退
く 

遜 

 
 
 

＞ 
 
 

＞ 
 

＞ 

 
 

つ
と
む 

 

進
む 

敏 

 

す
る
と
、
④
の
「
み
ず
か
ら
（
進
ん
で
）
能
動
的
に
努
力
す
る
（
つ
と
め
る
）

こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
人
の
教
え
を
受
け
入
れ
て
い
る
（
例
：
私
な
ん
か
と
て
も

先
生
の
足
元
に
も
及
び
ま
せ
ん
、
な
ど
と
言
っ
て
自
ら
を
卑
下
し
、
数
歩
退
い
て

謙
遜
す
る
）
だ
け
で
は
進
歩
し
な
い
」
が
正
解
と
な
る
。 

問
１
｛
漢
｝
｛
注
｝
（
２
）「
所
以

ゆ

ゑ

ん

」1
6
2

の
読
み
と
訳
は
「
ゆ
え
ん
・
理
由
」。
で
も
選

択
肢
に
「
理
由
」
が
な
い
の
で
、[

説
明
・
注
で
正
解
つ
か
め
！]

で
注
を
見
直
す

と
、
注
２
は
や
た
ら
と
長
い
。
こ
れ
は
出
題
者
の
誘
導
な
の
だ
か
ら
こ
れ
を
使
わ

な
い
手
は
な
い
。
注
２
の
「
徳
を
修
め
る
方
法
」
は
傍
線
（
２
）
前
後
の
「
卑
し

む
・
強
む
、
退
く
・
進
む
、
遜
・
敏
」
な
の
だ
か
ら
、
正
解
は
④
の
「
方
法
」
。

⑤
の
「
目
的
：
～
の
た
め
」
も
「
理
由
：
～
だ
か
ら
」
に
近
い
の
で
正
解
の
可
能

性
も
あ
る
が
、
原
文
を
翻
訳
す
る
権
限
は
出
題
者
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
迷
う
こ
と



な
く
注
に
従
っ
て
お
こ
う
。 

 

な
お
、「
所
以

ゆ

え

ん

」
に
は
「
方
法
・
手
段
」
の
意
味
も
あ
る
が
、
受
験
生
の
負
担

を
最
小
に
す
る
た
め
、
コ
レ
だ
け
漢
字
に
追
加
し
な
い
。
出
題
頻
度
の
低
い
知
識

を
増
や
す
よ
り
、
よ
く
使
う
解
答
技
術
に
慣
れ
た
方
が
得
だ
よ
。 


