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Ⅰ　注 意 事 項

1　解答用紙に，正しく記入・マークされていない場合は，採点できないことがあ
ります。

2　この問題冊子は，51 ページあります。問題は 5 問あり，第 1 問は記述式問題， 
第 2 問以降は，マーク式問題です。第 1 問～第 3 問は「近代以降の文章」及び 

「実用的な文章」，第 4 問は「古文」，第 5 問は「漢文」の問題です。
3　試験中に問題冊子の印刷不鮮明，ページの落丁・乱丁及び解答用紙の汚れ等に
気付いた場合は，手を高く挙げて監督者に知らせなさい。

4　マーク式の解答は，解答用紙の問題番号に対応した解答欄にマークしなさい。
例えば，第 2問の 1 と表示のある問いに対して 3と解答する場合は，次の

（例 1 ）のように問題番号 2 の解答番号 1の解答欄の 3にマークしなさい。

（例 1 ） 解　　　 答 　　　欄

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

また，「すべて選べ」と指示のある問いに対して，複数解答する場合は，同じ解
答番号の解答欄に複数マークしなさい。例えば，第 3問の 2 と表示のある
問いに対して 1， 4と解答する場合は，次の（例 2 ）のように問題番号 3 の解答
番号 2の解答欄の 1， 4にそれぞれマークしなさい。

（例 2 ） 解　　　 答 　　　欄

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5　問題冊子の余白等は適宜利用してよいが，どのページも切り離してはいけません。
6　試験終了後，問題冊子は持ち帰りなさい。

2

3

この注意事項は，問題冊子の裏表紙にも続きます。問題冊子を裏返して必ず読みな
さい。

試験開始の指示があるまで，この問題冊子の中を見てはいけません。

国　　　語 200 点+記述式の評価

100 分（ ）
🄷
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次
の【
文
章
Ⅰ
】と【
文
章
Ⅱ
】は
、
ま
こ
と
さ
ん
が「
ヒ
ト
と
言
語
」に
つ
い
て
の
探
究
レ
ポ
ー
ト
を
書
く
と
き
に
参
考
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
読
ん
で
、
後
の
問
い（
問
1
〜
3
）に
答
え
よ
。
な
お
、
解
答
の
際
に「
指
差
し
」「
指
さ
し
」な
ど
、【
文
章
Ⅰ
】と【
文
章
Ⅱ
】で
表
記
の
異
な
る

語
に
つ
い
て
は
、
ど
ち
ら
の
表
記
で
も
よ
い
も
の
と
す
る
。

【
文
章
Ⅰ
】

ヒ
ト
は
、
ほ
か
の
人
に
な
に
か
を
指
し
示
す
た
め
に
指ポ
イ
ン
テ
イ
ン
グ

差
し
を
す
る
。
驚
く
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
を
す
る
の
は
ヒ
ト
だ
け
で
あ
る
。

ほ
か
の
動
物
は
こ
う
し
た
指
差
し
を
し
な
い
し
、
指
差
し
の
意
味
も
理
解
し
な
い
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
で
さ
え
、
野
生
で
は
、
指
差
し
も
手
指
し
も
す

る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
、
人
間
の
も
と
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
場
合
は
、
人
間
の
指
差
し
を
教
え
込
む
と
、
そ
の
機
能
が
わ
か
る
よ
う

に
は
な
る
。
と
は
い
え
、
教
え
込
ん
で
も
、
欲
し
い
も
の
に
手
を
伸
ば
す
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
以
外
で
も
の
を
指
し
示
す
た
め
に
指
差
し
を
す
る

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
だ
。

ヒ
ト
に
と
っ
て
は
こ
れ
が
あ
ま
り
に
簡
単
な
行
為
な
の
で
、
ふ
だ
ん
は
考
え
て
み
る
こ
と
も
な
い
の
だ
が
、
指
差
し
で
指
示
さ
れ
て
い
る
方
向
と

は
、
指
差
し
た
人
間
か
ら
の
方
向
で
あ
る
。
見
て
い
る
側
は
、
そ
の
指
差
し
た
人
間
の
位
置
に
自
分
の
身
を
お
か
な
い
か
ぎ
り（
あ
る
い
は
そ
れ
を
想

像
し
な
い
か
ぎ
り
）、
指
さ
れ
て
い
る
方
向
や
も
の
は
特
定
で
き
な
い（
こ
れ
は「
他
者
の
視
点
に
立
つ
」能
力
と
も
関
係
し
て
い
る
）。
私
た
ち
に
は
こ

れ
が
簡
単
に
で
き
る
が
、
ほ
か
の
動
物
で
は
そ
う
で
は
な
い
の
だ
。

こ
こ
で
、
こ
と
ば
を
用
い
ず
に
、
指
差
し
も
用
い
な
い
で
、
頭
や
目
の
向
き
も
用
い
な
い
で
、
相
手
に
な
に
か
を
指
し
示
し
た
り
、
相
手
の
注
意
を

な
に
か
に
向
け
さ
せ
た
り
す
る
状
況
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
難
し
い
こ
と
が
わ
か
る（
ほ
と
ん
ど
不
可
能
か
も
し
れ
な
い
）。
そ
れ
と
は

逆
の
状
況
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
と
ば
の
ま
っ
た
く
通
じ
な
い
国
に
行
っ
て
、
相
手
に
な
に
か
を
頼
ん
だ
り
尋
ね
た
り
す
る
状
況
を
考
え
て
み
よ
う
。

こ
の
時
に
は
、
Ａ
指
差
し
が
魔
法
の
よ
う
な
力
を
発
揮
す
る
は
ず
だ
。
な
ん
と
言
っ
て
も
、
指
差
し
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
本
な
の
だ
。

指
差
し
は
、
ヒ
ト
で
は
生
後
11
カ
月
頃
か
ら
頻
発
す
る
よ
う
に
な
る
。
子
ど
も
は
自
分
か
ら
指
差
し
を
し
、
ま
た
お
と
な
が
指
差
し
た
も
の
に
も
目

を
向
け
る
よ
う
に
な
る
。
指
差
し
は
、
自
分
の
関
心
の
あ
る
も
の
に
他
者
の
注
意
を
向
け
さ
せ
る
た
め
の（「
注
意
の
共
有
」を
喚
起
す
る
た
め
の
）強
力

第
1
問
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な
手
段
と
な
る
。
こ
れ
が
い
か
に
強
力
か
つ
自
動
的
か
は
、「
あ
っ
ち
向
い
て
ホ
イ
」と
い
う
遊
び
を
し
て
み
る
と
、
よ
く
わ
か
る
。
相
手
の
指
差
し
た

方
向
に
目
や
顔
を
向
け
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
は
、
頭
で
は
わ
か
っ
て
い
て
も
、
き
わ
め
て
厳
し
い
。

最
初
の
指
差
し
の
出
現
か
ら
1
カ
月
か
そ
れ
ぐ
ら
い
す
る
と（
1
歳
前
後
）、
初
語
も
出
始
め
、
こ
の
指
差
し
の
動
作
に
は
単
語
が
と
も
な
う
こ
と
が

多
く
な
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
う
し
た
Ｂ
初
期
の
指
差
し
は
、
言
語
習
得
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
要
素
を
な
し
て
い
る
。

�

（
鈴す
ず

木き

光こ
う

太た

郎ろ
う『
ヒ
ト
の
心
は
ど
う
進
化
し
た
の
か
―
―
狩
猟
採
集
生
活
が
生
ん
だ
も
の
』に
よ
る
。

�

な
お
、
一
部
表
記
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。）

（
注
）�

1　

初
語
―
―
乳
児
が
初
め
て
発
す
る
意
味
の
あ
る
言
葉
。

【
文
章
Ⅱ
】

単
語
が
意
味
を
持
つ
と
は
、
指
示
対
象
が
存
在
す
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
名
詞
な
ら
ば
、
意
味
す
る
事
物
が
外
界
に
存
在
す
る
。
子
ど
も
は

「
リ
・
ン
・
ゴ
」と
教
わ
っ
て
、「
リ
・
ン
・
ゴ
」と
い
え
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
音
の
組
み
合
わ
せ
が
、
く
だ
ん
の
赤
い
果
物
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
ら
な
い
と
、「
こ
と
ば
」を
話
せ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
言
語
を
習
得
す
る
の
に
、
大
人
と
子
ど
も
が
対
面
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
す
る
ば
か
り
で
は
、
不
十
分
と
な
っ
て
く
る
。
一
つ
の
語
彙
を
伝

え
る
に
は
、
当
の
こ
と
ば
の
指
示
対
象
が
眼
前
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
指
し
示
す
も
の
を
面
前
に
し
て
、
か
つ
大
人
と
子
ど
も
が
と
も
に
そ

れ
に
注
意
を
向
け
つ
つ
、
指
示
す
る
語
を
伝
達
し
て
初
め
て
、
こ
と
ば
の
意
味
が
伝
わ
る
素
地
が
で
き
上
が
る
の
だ
。
こ
う
い
う
よ
う
に
、
周
囲
の
大

人
の
指
示
行
為
に
理
解
が
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
子
ど
も
は
一
般
に
、「
三
項
関
係
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」と
発
達
上
、
呼
ば
れ
る
こ
と

が
多
い
。

た
だ
、
モ
デ
ル
で
あ
る
単
語
と
そ
の
指
示
対
象
と
の
対
応
関
係
の
把
握
は
、
容
易
そ
う
で
い
て
実
は
さ
ほ
ど
や
さ
し
い
作
業
で
は
な
い
。
子
ど
も
の

生
活
世
界
は
、
も
の
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
あ
る
単
語
を
耳
に
し
た
と
き
、
彼
ら
は
無
数
の
潜
在
的
な
指
示
対
象
の
候
補
の
な
か
か
ら
、
適
切
な
一
つ
を

（
注
1
）
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選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
大
人
は
、
英
語
の
先
生
が
生
徒
に
し
て
み
せ
る
よ
う
に
、
本
を
手
に
と
っ
て“T

his�is�a�book.”

と

教
え
て
は
く
れ
な
い
。

お
の
ず
と
子
ど
も
の
方
か
ら
積
極
的
に
、「
コ
レ
ナ
ニ
」と
た
ど
た
ど
し
く
と
も
答
え
を
大
人
に
求
め
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
で
、

子
ど
も
が
身
体
的
動
作
に
よ
る
指
示
行
動
を
行
う
よ
う
に
な
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
、
言
語
習
得
の
上
で
た
い
へ
ん
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と

と
な
る
。
だ
か
ら「
指
さ
し
」の
形
成
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

指
さ
し
と
は
、
外
界
の
対
象
物
を
定
位
し
つ
つ
腕
を
伸
ば
し
て「
あ
れ
」と
指
し
示
す
行
動
の
こ
と
で
あ
る
。
地
球
上
の
お
よ
そ
八
割
以
上
の
文
化
内

で
、
人
は
人
さ
し
指
を
伸
展
さ
せ
る
こ
と
で
指
示
行
動
と
し
て
用
い
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
か
ら
、
ヒ
ト
を
他
の
生
物
か
ら
分
か
つ
特

徴
の
一
つ
は
、
自
分
の
身
の
ま
わ
り
に
あ
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
の
存
在
を
他
者
に
伝
達
し
う
る
点
に
あ
る
と
、
古
く
か
ら
い
わ
れ
て
き
た
。
ま
た
、

単
に
存
在
を
伝
え
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
対
象
を
自
己
と
他
者
が
と
も
に
知
覚
し
、
対
象
が
も
た
ら
す
同
一
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
機
会
が
提
供
さ
れ

る
。
結
果
と
し
て
個
々
人
の
心
の
な
か
の
認
識
世
界
に
、
何
が
し
か
互
い
に
分
か
ち
合
い
、
文
化
と
呼
べ
る
よ
う
な
現
象
が
芽
ば
え
る
素
地
が
与
え
ら

れ
る
。
特
定
の
対
象
へ
の
関
心
が
共
有
さ
れ
る
素
地
を
は
ぐ
く
む
点
で
、
指
さ
し
行
動
の
出
現
は
発
達
的
に
エ
ポ
ッ
ク
メ
ー
キ
ン
グ
な
出
来
事
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
正ま

さ

高た
か

信の
ぶ

男お『
子
ど
も
は
こ
と
ば
を
か
ら
だ
で
覚
え
る　

メ
ロ
デ
ィ
か
ら
意
味
の
世
界
へ
』に
よ
る
。）

（
注
）�

1　

エ
ポ
ッ
ク
メ
ー
キ
ン
グ
―
―
画
期
的
。
新
た
に
一
つ
の
時
代
を
開
く
よ
う
な
さ
ま
。

（
注
1
）



7

問
1　
【
文
章
Ⅰ
】の
傍
線
部
Ａ「
指
差
し
が
魔
法
の
よ
う
な
力
を
発
揮
す
る
」と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
三
十
字
以
内
で
書
け（
句
読
点
を
含
む
）。

（
次
は
問
1
の
下
書
き
欄
。
解
答
は
必
ず
解
答
用
紙
に
書
く
こ
と
。）

下
書
き
欄

5

10

15
30
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問
2　
「
ヒ
ト
は
ど
の
よ
う
に
言
語
を
習
得
し
て
い
く
の
か
」と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
え
を
進
め
た
ま
こ
と
さ
ん
は
、【
文
章
Ⅰ
】の
傍
線
部
Ｂ「
初
期

の
指
差
し
は
、
言
語
習
得
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
要
素
を
な
し
て
い
る
」こ
と
に
つ
い
て
、【
文
章
Ⅱ
】に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
い

た
。
そ
こ
で
、【
文
章
Ⅱ
】の
内
容
を
基
に
、
子
ど
も
が「
初
期
の
指
差
し
」に
よ
っ
て
言
語
を
習
得
し
よ
う
と
す
る
一
般
的
な
過
程
を
次
の
よ
う
に

ノ
ー
ト
に
整
理
し
て
み
た
。
そ
の
過
程
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
空
欄
に
当
て
は
ま
る
内
容
を
四
十
字
以
内
で
書
け（
句
読
点
を
含
む
）。

 

【
初
期
の
指
差
し
と
言
語
習
得
】

　
　

あ
る
単
語
を
耳
に
す
る
。

　
　
　
　
　

↓

　
　

子
ど
も
は
無
数
の
候
補
の
中
か
ら
適
切
な
一
つ
を
選
ぶ
必
要
が
生
じ
る
。

　
　

し
か
も

　
　

大
人
は

　
　
　
　
　

↓

　
　

だ
か
ら
子
ど
も
は
積
極
的
に
指
差
し
を
す
る
。
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（
次
は
問
2
の
下
書
き
欄
。
解
答
は
必
ず
解
答
用
紙
に
書
く
こ
と
。）

下
書
き
欄

大
人
は

5

10

15

40
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問
3　
「
ヒ
ト
の
指
差
し
」と
指
示
語
に
つ
い
て
も
考
え
た
ま
こ
と
さ
ん
は
、
次
の【
資
料
】を
見
つ
け
、
傍
線
部「
指
さ
さ
れ
た
も
の
が
、
話
し
手
が
示

し
た
い
も
の
と
同
一
視
で
き
な
い
ケ
ー
ス
」が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
ま
こ
と
さ
ん
は
、「
話
し
手
が
地
図
上
の
地
点
を
指
さ
す
」行
為
も
こ
の

ケ
ー
ス
に
当
て
は
ま
る
こ
と
に
気
付
き
、【
文
章
Ⅰ
】と【
文
章
Ⅱ
】に
記
さ
れ
た「
指
差
し
」の
特
徴
か
ら
、
な
ぜ「
同
一
視
で
き
な
い
ケ
ー
ス
」で
も

「
話
し
手
が
示
し
た
い
も
の
」を
理
解
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
の
考
え
を
ま
と
め
る
こ
と
に
し
た
。
ま
こ
と
さ
ん
は
、
ど
の
よ
う
に
ま
と
め
た
と
考

え
ら
れ
る
か
。
後
の
⑴
〜
⑷
を
満
た
す
よ
う
に
書
け
。

【
資
料
】

「
話
し
手
が
何
を
指
し
て
い
る
か
」を
明
確
に
示
す
に
は
、「
あ
れ
」「
こ
れ
」「
そ
れ
」の
よ
う
な
指
示
詞
や
、「
あ
の
」「
こ
の
」「
そ
の
」を
伴
う

一
般
名
詞
を
使
っ
て
、
い
わ
ゆ
る「
指
さ
し
」の
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
を
伴
わ
せ
る
の
が
有
効
で
す
。
し
か
し
現
実
に
は
、
そ
う
や
っ
て
指
さ
さ
れ

た
も
の
が
、
話
し
手
が
示
し
た
い
も
の
と
同
一
視
で
き
な
い
ケ
ー
ス
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
一
つ
に
は
、
指
さ
し
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
も

の
が
、
そ
れ
自
体
、
文
字
や
写
真
な
ど「
何
か
を
表
す
も
の
」で
あ
る
場
合
で
す
。
た
と
え
ば
、
レ
ス
ト
ラ
ン
の
メ
ニ
ュ
ー
に
載
っ
て
い
る
料

理
の
名
前
、
あ
る
い
は
料
理
の
写
真
を
指
さ
し
て「
こ
れ
に
し
よ
う
」と
言
っ
た
場
合
、「
こ
れ
」で
指
示
さ
れ
て
い
る
の
は
指
さ
し
の
直
接
の

対
象
で
あ
る
文
字
や
写
真
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
文
字
や
写
真
が
表
し
て
い
る
料
理
で
す
。

（
川か

わ

添ぞ
え

愛あ
い『
自オ
ー
ト
マ
ト
ン

動
人
形
の
城　

人
工
知
能
の
意
図
理
解
を
め
ぐ
る
物
語
』に
よ
る
。）

（
注
）�

1　

指
示
詞
―
―
「
指
示
語
」の
こ
と
。

⑴　

二
つ
の
文
に
分
け
て
、
全
体
を
八
十
字
以
上
、
百
二
十
字
以
内
で
書
く
こ
と（
句
読
点
を
含
む
）。

⑵　

一
文
目
は
、「
話
し
手
が
地
図
上
の
地
点
を
指
さ
す
」行
為
が「
指
さ
さ
れ
た
も
の
が
、
話
し
手
が
示
し
た
い
も
の
と
同
一
視
で
き
な
い

ケ
ー
ス
」で
あ
る
こ
と
を
、【
資
料
】に
示
さ
れ
た
メ
ニ
ュ
ー
の
例
に
当
て
は
め
て
書
く
こ
と
。

⑶　

二
文
目
は
、
聞
き
手
が「
話
し
手
が
示
し
た
い
も
の
」を
理
解
で
き
る
理
由
に
つ
い
て
書
く
こ
と
。
た
だ
し
、
話
し
手
と
聞
き
手
が
地
図

の
読
み
方
に
つ
い
て
共
通
の
理
解
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
前
提
は
書
か
な
く
て
よ
い
。

⑷　

二
文
目
は
、「
そ
れ
が
理
解
で
き
る
の
は
」で
書
き
始
め
、「
か
ら
で
あ
る
。」と
い
う
文
末
で
結
ぶ
こ
と
。

（
注
1
）
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（
次
は
問
3
の
下
書
き
欄
。
解
答
は
必
ず
解
答
用
紙
に
書
く
こ
と
。）

下
書
き
欄

5

10

15
75

80

120
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次
の【
資
料
Ⅰ
】は
、【
資
料
Ⅱ
】と【
文
章
】を
参
考
に
作
成
し
て
い
る
ポ
ス
タ
ー
で
あ
る
。【
資
料
Ⅱ
】は
著
作
権
法（
二
〇
一
六
年
改
正
）の
条

文
の
一
部
で
あ
り
、【
文
章
】は
名な

和わ

小こ

太た

郎ろ
う

の『
著
作
権
2
．
0　

ウ
ェ
ブ
時
代
の
文
化
発
展
を
め
ざ
し
て
』（
二
〇
一
〇
年
）の
一
部
で
あ
る
。
こ
れ
ら

を
読
ん
で
、
後
の
問
い（
問
1
〜
6
）に
答
え
よ
。
な
お
、
設
問
の
都
合
で【
文
章
】の
本
文
の
段
落
に
1
〜
18
の
番
号
を
付
し
、
表
記
を
一
部
改
め

て
い
る
。（
配
点　

50
）

第
2
問

【資料Ⅰ】

著作権のイロハ
著作物とは（「著作権法」第二条の一より）

「思想または感情」を表現したもの
思想または感情を「創作的」に表現したもの
思想または感情を「表現」したもの
「文芸、学術、美術、音楽の範囲」に属するもの

著作物の例 言  語

美  術

音  楽

舞踏・無言劇 地図・図形

・ダンス
・日本舞踊
・振り付け  等

・絵画
・版画
・彫刻  等

・小説
・脚本
・講演  等

・学術的な図面
・図表
・立体図  等

・楽曲
・楽曲を伴う歌詞
  等

著作権の例外規定（権利者の了解を得ずに著作物を利用できる）

〈例〉市民楽団が市民ホールで行う演奏会

【例外となるための条件】

ａ
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【資料Ⅱ】

「著作権法」（抄）

　 （目的）
第�一条　この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作
者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留
意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目
的とする。

　 （定義）
第�二条　この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると
ころによる。
一�　著作物　思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術
又は音楽の範囲に属するものをいう。
二　著作者　著作物を創作する者をいう。
三�　実演　著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又
はその他の方法により演ずること（これらに類する行為で、著作物を演じないが
芸能的な性質を有するものを含む。）をいう。

　 （技術の開発又は実用化のための試験の用に供するための利用）
第�三十条の四　公表された著作物は、著作物の録音、録画その他の利用に係る技術
の開発又は実用化のための試験の用に供する場合には、その必要と認められる限
度において、利用することができる。

　 （営利を目的としない上演等）
第�三十八条　公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料
金（いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対
価をいう。以下この条において同じ。）を受けない場合には、公に上演し、演奏
し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口
述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りで
ない。

　 （時事の事件の報道のための利用）
第�四十一条　写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合に
は、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる
著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に
伴つて利用することができる。
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【
文
章
】著

作
者
は
最
初
の
作
品
を
何
ら
か
の
実
体
―
―
記
録
メ
デ
ィ
ア
―
―
に
載
せ
て
発
表
す
る
。
そ
の
実
体
は
紙
で
あ
っ
た
り
、
カ
ン
バ
ス
で
あ
っ
た

り
、
空
気
振
動
で
あ
っ
た
り
、
光
デ
ィ
ス
ク
で
あ
っ
た
り
す
る
。
こ
の
最
初
の
作
品
を
そ
れ
が
載
せ
ら
れ

た
実
体
と
と
も
に「
原
作
品
」―
―
オ
リ
ジ
ナ
ル
―
―
と
呼
ぶ
。

著
作
権
法
は
、
じ
つ
は
、
こ
の
原
作
品
の
な
か
に
存
在
す
る
エ
ッ
セ
ン
ス
を
引
き
出
し
て「
著
作
物
」と

定
義
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
と
は
何
か
。
Ａ
記
録
メ
デ
ィ
ア
か
ら
剝
が
さ
れ
た
記�

号
列
に
な
る
。
著
作
権
が
対
象
と
す
る
も
の
は
原
作
品
で
は
な
く
、
こ
の
記
号
列
と
し
て
の
著
作
物
で
あ

る
。論

理
的
に
は
、
著
作
権
法
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
対
象
は
著
作
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

は
著
作
物
と
い
う
概
念
を
介
し
て
物
理
的
な
実
体
―
―
複
製
物
な
ど
―
―
へ
と
及
ぶ
の
で
あ
る
。
現
実
の

作
品
は
、
物
理
的
に
は
、
あ
る
い
は
消
失
し
、
あ
る
い
は
拡
散
し
て
し
ま
う
。
だ
が
著
作
権
法
は
、
著
作

物
を
頑
丈
な
概
念
と
し
て
扱
う
。

も
う
ひ
と
言
。
著
作
物
は
、
か
り
に
原
作
品
が
壊
さ
れ
て
も
盗
ま
れ
て
も
、
保
護
期
間
内
で
あ
れ
ば
、

そ
の
ま
ま
存
続
す
る
。
ま
た
、
破
れ
た
書
籍
の
な
か
に
も
、
音
程
を
外
し
た
歌
唱
の
な
か
に
も
、
存
在
す

る
。
現
代
の
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
、
と
も
言
え
る
。

著
作
物
は
、
多
様
な
姿
、
形
を
し
て
い
る
。
繰
り
返
せ
ば
、
テ
キ
ス
ト
に
限
っ
て
も
―
―
そ
し
て
保
護

期
間
に
つ
い
て
眼
を
つ
む
れ
ば
―
―
そ
れ
は
神
話
、
叙
事
詩
、
叙
情
詩
、
法
典
、
教
典
、
小
説
、
哲
学

書
、
歴
史
書
、
新
聞
記
事
、
理
工
系
論
文
に
及
ぶ
。
い
っ
ぽ
う
、
表
1
の
定
義
に
ガ
ッ
ア
チ
す
る
も
の

を
上
記
の
例
示
か
ら
拾
う
と
、
も
っ
と
も
イ
テ
キ
ゴ
ウ
す
る
も
の
は
叙
情
詩
、
逆
に
、
定
義
に
な
じ
み

1

2345

キーワード 排除されるもの

思想または感情 外界にあるもの（事実、法則など）

創作的 ありふれたもの

表現 発見、着想

文芸、学術、美術、音楽の範囲 実用のもの

表 1　著作物の定義
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に
く
い
も
の
が
理
工
系
論
文
、
あ
る
い
は
新
聞
記
事
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
理
工
系
論
文
、
新
聞
記
事
に
は
、
表
1
か
ら
排
除
さ
れ
る
要
素
を
多
く

含
ん
で
い
る
。

と
い
う
こ
と
で
、
著
作
権
法
に
い
う
著
作
物
の
定
義
は
叙
情
詩
を
モ
デ
ル
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
著
作
権
の
扱
い
に
つ
い
て
も
、

そ
の
侵
害
の
有
無
を
含
め
て
、
こ
の
叙
情
詩
モ
デ
ル
を
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
テ
キ
ス
ト
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
地
図
で
あ
っ
て
も
、
伽が

藍ら
ん

で
あ
っ
て
も
、
ラ
ッ
プ
で
あ
っ
て
も
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
叙
情
詩
と
し
て
扱
う
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
こ
に
は
無
方
式
主
義
と
い
う
原
則
が
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
著
作
権
法
は
叙
情

詩
モ
デ
ル
を
尺
度
と
し
て
使
え
ば
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
ま
で
、
著
作
物
と
し
て

認
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

叙
情
詩
モ
デ
ル
に
つ
い
て
続
け
る
。
こ
の
モ
デ
ル
の
意
味
を
確
か
め
る
た
め
に
、
そ
の
特

性
を
表
2
と
し
て
示
そ
う
。
比
較
の
た
め
に
叙
情
詩
の
対
極
に
あ
る
と
見
ら
れ
る
理
工
系
論

文
の
特
性
も
並
べ
て
お
く
。

Ｂ
表
２
は
、
具
体
的
な
著
作
物
―
―
テ
キ
ス
ト
―
―
に
つ
い
て
、
表
１
を
再
構
成
し
た

も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
見
る
よ
う
に
、
叙
情
詩
型
の
テ
キ
ス
ト
の
特
徴
は
、「
私
」が「
自
分
」

の
価
値
と
し
て「
一
回
的
」な
対
象
を「
主
観
的
」に「
表
現
」と
し
て
示
し
た
も
の
と
な
る
。
逆

に
、
理
工
系
論
文
の
特
徴
は
、「
誰
」か
が「
万
人
」の
価
値
と
し
て「
普
遍
的
」な
対
象
に
つ
い

て「
客
観
的
」に「
着
想
」や「
論
理
」や「
事
実
」を
示
す
も
の
と
な
る
。

話
が
く
ど
く
な
る
が
続
け
る
。
二
人
の
詩
人
が「
太
郎
を
眠
ら
せ
、
太
郎
の
屋
根
に
雪
ふ

り
つ
む
。」と
い
う
テ
キ
ス
ト
を
同
時
に
べ
つ
べ
つ
に
発
表
す
る
こ
と
は
、
確
率
的
に
見
て
ほ

と
ん
ど
ゼ
ロ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
叙
情
詩
型
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
れ
ば
、
表
現
の
希
少
性

は
高
く
、
し
た
が
っ
て
そ
の
著
作
物
性
―
―
著
作
権
の
濃
さ
―
―
は
高
い
。

6

7

（
注
1
）

8910

（
注
2
）

叙情詩型 理工系論文型

何が特色 表現 着想、論理、事実

誰が記述 私 誰でも

どんな記述法 主観的 客観的

どんな対象 一回的 普遍的

他テキストとの関係 なし（自立的） 累積的

誰の価値 自分 万人

表 2　テキストの型
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い
っ
ぽ
う
、
誰
が
解
読
し
て
も
、
特
定
の
生
物
種
の
特
定
の
染
色
体
の
特
定
の
遺
伝
子
に
対
す
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
配
列
は
同
じ
表
現
に
な
る
。
こ
ち
ら
の

著
作
物
性
は
低
く
、
し
た
が
っ
て
著
作
権
法
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
領
域
の
外
へ
は
じ
き
出
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
記
号
列
に
ど
れ
ほ
ど
研
究
者
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
凝
縮
し
て
い
よ
う
と
、
ど
れ
ほ
ど
コ
ス
ト
や
時
間
が
投
入
さ
れ
て
い
よ
う
と
、
ど
れ
ほ
ど
の
財
産
的
な
価
値
が
あ
ろ
う
と
も
、
で

あ
る
。
じ
つ
は
、
こ
の
型
の
テ
キ
ス
ト
の
価
値
は
内
容
に
あ
る
。
そ
の
内
容
と
は
テ
キ
ス
ト
の
示
す
着
想
、
論
理
、
事
実
、
さ
ら
に
ア
ル
ゴ
リ
ズ

ム
、
発
見
な
ど
に
及
ぶ
。

多
く
の
テ
キ
ス
ト
―
―
た
と
え
ば
哲
学
書
、
未
来
予
測
シ
ナ
リ
オ
、
歴
史
小
説
―
―
は
叙
情
詩
と
理
工
系
論
文
と
を
リ
ョ
ウ
ウ
タ
ン
と
す
る
ス
ペ
ク�

ト
ル
の
う
え
に
あ
る
。
そ
の
著
作
物
性
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ス
ペ
ク
ト
ル
上
の
位
置
を
参
照
す
れ
ば
、
お
よ
そ
の
見
当
は
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

表
2
か
ら
、
ど
ん
な
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
て
も
、「
表
現
」と「
内
容
」と
を
二
重
に
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
理
解
を
導
く
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ�

は
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ド
・
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
う「
記
号
表
現
」と「
記
号
内
容
」に
相
当
す
る
。
叙
情
詩
尺
度
は
、
つ
ま
り
著
作
権
法
は
、
こ
の
う
ち

前
者
に
注
目
し
、
こ
の
表
現
の
も
つ
価
値
の
程
度
に
よ
っ
て
、
そ
の
記
号
列
が
著
作
物
で
あ
る
の
か
否
か
を
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
見
ら

れ
る
表
現
の
抽
出
と
内
容
の
排
除
と
を
、
法
学
の
専
門
家
は「
表
現
／
内
容
の
二
分
法
」と
言
う
。

い
ま
価
値
と
い
う
あ
い
ま
い
な
言
葉
を
使
っ
た
が
、
お
よ
そ
何
で
あ
れ
、「
あ
り
ふ
れ
た
表
現
」で
な
け
れ
ば
、
つ
ま
り
希
少
性
が
あ
れ
ば
、
そ
れ

に
は
価
値
が
生
じ
る
。
著
作
権
法
は
、
テ
キ
ス
ト
の
表
現
の
希
少
性
に
注
目
し
、
そ
れ
が
際
立
っ
て
い
る
も
の
ほ
ど
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
は
濃
い
著
作

権
を
も
つ
、
逆
で
あ
れ
ば
薄
い
著
作
権
を
も
つ
と
判
断
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
分
法
は
著
作
権
訴
訟
に
お
い
て
よ
く
言
及
さ
れ
る
。
争
い
の
対
象

に
な
っ
た
著
作
物
の
特
性
が
よ
り
叙
情
詩
型
な
の
か
、
そ
う
で
は
な
く
て
よ
り
理
工
系
論
文
型
な
の
か
、
こ
の
判
断
に
よ
っ
て
侵
害
の
あ
り
な
し
を

決
め
る
こ
と
に
な
る
。

著
作
物
に
対
す
る
操
作
に
は
、
著
作
権
に
関
係
す
る
も
の
と
、
そ
う
で
は
な
い
も
の
と
が
あ
る
。
前
者
を
著
作
権
の「
利
用
」と
言
う
。
そ
の
な
か

に
は
多
様
な
手
段
が
あ
り
、
こ
れ
を
ま
と
め
る
と
表
3
と
な
る
。「
コ
ピ
ー
ラ
イ
ト
」と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
操
作
を
す
べ
て
コ
ピ
ー
と
み
な
す
も
の

で
あ
る
。
そ
の「
コ
ピ
ー
」は
日
常
語
よ
り
多
義
的
で
あ
る
。

表
3
に
示
し
た
以
外
の
著
作
物
に
対
す
る
操
作
を
著
作
物
の「
使
用
」と
呼
ぶ
。
こ
の
使
用
に
対
し
て
著
作
権
法
は
は
た
ら
か
な
い
。
何
が「
利
用
」

11

（
注
3
）

12

（
注
4
）

13
（
注
5
）

141516
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で
何
が「
使
用
」か
。
そ
の
判
断
基
準
は
明
ら
か
で
な
い
。

著
作
物
の
使
用
の
な
か
に
は
、
た
と
え
ば
、
書
物
の
エ
ツ
エ
ラ
ン
、
建
築
へ
の
居
住
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
行
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
海
賊
版
の
出
版
は
著
作
権
に
触
れ
る
が
、
海
賊
版
の
読
書
に
著
作
権
は
関
知
し
な
い
。
じ
つ
は
、
利
用
や
使
用
の
事
前
の
操
作
と
し
て
著
作
物

へ
の
ア
ク
セ
ス
と
い
う
操
作
が
あ
る
。
こ
れ
も
著
作
権
と
は
関
係
が
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
著
作
権
法
は「
利
用
／
使
用
の
二
分
法
」も
設
け
て
い
る
。
こ
の
二
分
法
が
な

い
と
、
著
作
物
の
使
用
、
著
作
物
へ
の
ア
ク
セ
ス
ま
で
も
著
作
権
法
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ

と
と
な
る
。
こ
の
と
き
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
カ
オ
ジ
ョ
ウ
と
な
り
、
正
常
な
社
会
生
活
ま
で
も

抑
圧
し
て
し
ま
う
。
た
と
え
ば
、
読
書
の
つ
ど
、
居
住
の
つ
ど
、
計
算
の
つ
ど
、
そ
の
人
は
著

作
者
に
許
可
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
現
実
に
は
利
用
と
使
用
と
の
区
別
が
困

難
な
場
合
も
あ
る
。

17

18

� 著作物
利用目的� 固定型 散逸型 増殖型

そのまま 展示 上映、演奏 ――――

複製 フォトコピー 録音、録画 デジタル化

移転 譲渡、貸与 放送、送信、ファイル交換

二次的利用
変形 翻訳、編曲、脚色、映画化、パロディ化

リバース・エンジニアリング（注 6）

組込み 編集、データベース化

表 ３　著作物の利用行為（例示）
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（
注
）�

1　

無
方
式
主
義
―
―
著
作
物
の
誕
生
と
と
も
に
著
作
権
も
発
生
す
る
と
い
う
考
え
方
。

�

2　
「
太
郎
を
眠
ら
せ
、
太
郎
の
屋
根
に
雪
ふ
り
つ
む
。」
―
―
三
好
達
治「
雪
」の
一
節
。

�
3　

ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
―
―
問
題
を
解
決
す
る
定
型
的
な
手
法
・
技
法
や
演
算
手
続
き
を
指
示
す
る
規
則
。

�
4　

ス
ペ
ク
ト
ル
―
―
多
様
な
も
の
を
あ
る
観
点
に
基
づ
い
て
規
則
的
に
配
列
し
た
も
の
。

�

5　

フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ド
・
ソ
シ
ュ
ー
ル
―
―
ス
イ
ス
生
ま
れ
の
言
語
学
者（
一
八
五
七
〜
一
九
一
三
）。

�

6　

リ
バ
ー
ス
・
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
―
―
一
般
の
製
造
手
順
と
は
逆
に
、
完
成
品
を
分
解
・
分
析
し
て
そ
の
仕
組
み
、
構
造
、
性
能
を
調
べ
、
新
製
品

に
取
り
入
れ
る
手
法
。
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問
1　

傍
線
部
ア
〜
オ
に
相
当
す
る
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
次
の
各
群
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

1

〜

5

。

ア　

ガ
ッ
チ
す
る

1　

チ
メ
イ
的
な
失
敗

2　

火
災
ホ
ウ
チ
器

３　

チ
セ
ツ
な
表
現

4　

チ
ミ
ツ
な
頭
脳

5　

再
考
の
ヨ
チ
が
あ
る

イ　

テ
キ
ゴ
ウ
す
る

1　

プ
ロ
に
ヒ
ッ
テ
キ
す
る
実
力

2　

テ
キ
ド
に
運
動
す
る

３　

窓
に
ス
イ
テ
キ
が
つ
く

4　

ケ
イ
テ
キ
を
鳴
ら
す

5　

脱
税
を
テ
キ
ハ
ツ
す
る

ウ　

リ
ョ
ウ
タ
ン

1　

タ
ン
セ
イ
し
て
育
て
る

2　

負
傷
者
を
タ
ン
カ
で
運
ぶ

３　

経
営
が
ハ
タ
ン
す
る

4　

ラ
ク
タ
ン
す
る

5　

タ
ン
テ
キ
に
示
す

エ　

エ
ツ
ラ
ン

1　

橋
の
ラ
ン
カ
ン
に
も
た
れ
る

2　

シ
ュ
ツ
ラ
ン
の
誉
れ

３　

ラ
ン
セ
の
英
雄

4　

イ
チ
ラ
ン
に
供
す
る

5　

事
態
は
ル
イ
ラ
ン
の
危
う
き
に
あ
る

オ　

カ
ジ
ョ
ウ

1　

ジ
ョ
ウ
ヨ
金

2　

ジ
ョ
ウ
チ
ョ
ウ
な
文
章

３　

米
か
ら
ジ
ョ
ウ
ゾ
ウ
す
る
製
法

4　

金
庫
の
セ
ジ
ョ
ウ

5　

家
庭
の
ジ
ョ
ウ
ビ
薬

1

���������

2

���������

３

���������

4

���������

5

���������
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問
2　

傍
線
部
Ａ「
記
録
メ
デ
ィ
ア
か
ら
剝
が
さ
れ
た
記
号
列
」と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
も
の
か
。【
資
料
Ⅱ
】を
踏
ま
え
て
考
え
ら
れ
る
例
と
し

て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

6

。

1　

実
演
、
レ
コ
ー
ド
、
放
送
及
び
有
線
放
送
に
関
す
る
す
べ
て
の
文
化
的
所
産
。

2　

小
説
家
が
執
筆
し
た
手
書
き
の
原
稿
を
活
字
で
印
刷
し
た
文
芸
雑
誌
。

３　

画
家
が
制
作
し
た
、
消
失
し
た
り
散
逸
し
た
り
し
て
い
な
い
美
術
品
。

4　

作
曲
家
が
音
楽
作
品
を
通
じ
て
創
作
的
に
表
現
し
た
思
想
や
感
情
。

5　

著
作
権
法
で
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
舞
踏
や
歌
唱
。
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問
３　
【
文
章
】に
お
け
る
著
作
権
に
関
す
る
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
。
解
答
番
号
は

7

。

1　

著
作
権
に
関
わ
る
著
作
物
の
操
作
の
一
つ
に「
利
用
」が
あ
り
、
著
作
者
の
了
解
を
得
る
こ
と
な
く
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
音
楽
の
場
合

は
、
そ
の
ま
ま
演
奏
す
る
こ
と
、
録
音
な
ど
の
複
製
を
す
る
こ
と
、
編
曲
す
る
こ
と
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

2　

著
作
権
法
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
著
作
物
は
、
叙
情
詩
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
定
義
づ
け
ら
れ
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
叙
情

詩
、
教
典
、
小
説
、
歴
史
書
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
り
、
新
聞
記
事
や
理
工
系
論
文
は
除
外
さ
れ
る
。

３　

多
く
の
テ
キ
ス
ト
は
叙
情
詩
型
と
理
工
系
論
文
型
に
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の「
二
分
法
」の
考
え
方
に
立
つ
こ
と
で
、
著
作

権
訴
訟
に
お
い
て
は
、
著
作
権
の
侵
害
の
問
題
に
つ
い
て
明
確
な
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
て
い
る
。

4　

著
作
権
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
は
、「
著
作
物
性
」と
い
う
考
え
方
が
必
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
遺
伝
子
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
配
列
の
よ
う
に
表
現

の
希
少
性
が
低
い
も
の
も
著
作
権
法
に
よ
っ
て
保
護
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

5　

著
作
物
に
あ
た
る
ど
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
も
、「
表
現
」と「
内
容
」を
二
重
に
も
つ
。
著
作
権
法
は
、
内
容
を
排
除
し
て
表
現
を
抽
出
し
、

そ
の
表
現
が
も
つ
価
値
の
程
度
に
よ
っ
て
著
作
物
に
あ
た
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
て
い
る
。
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問
4　

傍
線
部
Ｂ「
表
2
は
、
具
体
的
な
著
作
物
―
―
テ
キ
ス
ト
―
―
に
つ
い
て
、
表
1
を
再
構
成
し
た
も
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
。
解
答
番
号
は

8

。

1　
「
キ
ー
ワ
ー
ド
」と「
排
除
さ
れ
る
も
の
」と
を
対
比
的
に
ま
と
め
て
整
理
す
る
表
1
に
対
し
、
表
2
で
は
、「
テ
キ
ス
ト
の
型
」の
観
点
か
ら

表
1
の「
排
除
さ
れ
る
も
の
」の
定
義
を
よ
り
明
確
に
し
て
い
る
。

2　
「
キ
ー
ワ
ー
ド
」と「
排
除
さ
れ
る
も
の
」の
二
つ
の
特
性
を
含
む
も
の
を
著
作
物
と
す
る
表
1
に
対
し
、
表
2
で
は
、
叙
情
詩
型
と
理
工
系

論
文
型
と
を
対
極
と
す
る
テ
キ
ス
ト
の
特
性
に
よ
っ
て
著
作
物
性
を
定
義
し
て
い
る
。

３　
「
キ
ー
ワ
ー
ド
」や「
排
除
さ
れ
る
も
の
」の
観
点
で
著
作
物
の
多
様
な
類
型
を
網
羅
す
る
表
1
に
対
し
、
表
2
で
は
、
著
作
物
と
な
る「
テ

キ
ス
ト
の
型
」の
詳
細
を
整
理
し
て
説
明
を
し
て
い
る
。

4　

叙
情
詩
モ
デ
ル
の
特
徴
と
著
作
物
か
ら
排
除
さ
れ
る
も
の
と
を
整
理
し
て
い
る
表
1
に
対
し
、
表
2
で
は
、
叙
情
詩
型
と
理
工
系
論
文
型

の
特
性
の
違
い
を
比
べ
な
が
ら
、
著
作
物
性
の
濃
淡
を
説
明
し
て
い
る
。

5　
「
排
除
さ
れ
る
も
の
」を
示
し
て
著
作
物
の
範
囲
を
定
義
づ
け
る
表
1
に
対
し
、
表
2
で
は
、
叙
情
詩
型
と
理
工
系
論
文
型
と
の
類
似
性
を

明
ら
か
に
し
て
、
著
作
物
と
定
義
さ
れ
る
も
の
の
特
質
を
示
し
て
い
る
。
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問
5　
【
文
章
】の
表
現
に
関
す
る
説
明
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

9

。

1　

第
1
段
落
第
一
文
と
第
3
段
落
第
二
文
で
用
い
ら
れ
て
い
る「
―
―
」は
、
直
前
の
語
句
で
あ
る「
何
ら
か
の
実
体
」や「
物
理
的
な
実
体
」を

強
調
し
、
筆
者
の
主
張
に
注
釈
を
加
え
る
働
き
を
も
っ
て
い
る
。

2　

第
4
段
落
第
一
文「
も
う
ひ
と
言
。」、
第
10
段
落
第
一
文「
話
が
く
ど
く
な
る
が
続
け
る
。」は
、
読
者
を
意
識
し
た
親
し
み
や
す
い
口
語
的

な
表
現
に
な
っ
て
お
り
、
文
章
内
容
の
よ
り
い
っ
そ
う
の
理
解
を
促
す
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。

３　

第
4
段
落
第
四
文「
現
代
の
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
、
と
も
言
え
る
」、
第
13
段
落
第
二
文「
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ド
・
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
う『
記
号

表
現
』と『
記
号
内
容
』に
相
当
す
る
」と
い
う
表
現
で
は
、
哲
学
や
言
語
学
の
概
念
を
援
用
し
て
自
分
の
考
え
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

4　

第
5
段
落
第
二
文「
叙
情
詩
」や「
理
工
系
論
文
」、
第
13
段
落
第
一
文「
表
現
」と「
内
容
」、
第
15
段
落
第
一
文「
著
作
権
に
関
係
す
る
も
の

と
、
そ
う
で
は
な
い
も
の
」と
い
う
表
現
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
事
例
が
対
比
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

5　

第
16
段
落
第
二
文「
は
た
ら
か
な
い
」、
第
四
文「
明
ら
か
で
な
い
」、
第
17
段
落
第
二
文「
関
知
し
な
い
」、
第
四
文「
関
係
が
な
い
」と
い
う

否
定
表
現
は
、
著
作
権
法
の
及
ば
な
い
領
域
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
現
実
的
な
運
用
の
複
雑
さ
を
示
唆
し
て
い
る
。
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問
6　
【
資
料
Ⅰ
】の
空
欄

ａ

に
当
て
は
ま
る
も
の
を
、
次
の
1
〜
6
の
う
ち
か
ら
三
つ
選
べ
。
た
だ
し
、
解
答
の
順
序
は
問
わ
な
い
。

解
答
番
号
は

10

〜

12

。

1　

原
曲
に
ア
レ
ン
ジ
を
加
え
た
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
演
奏
す
る
こ
と

2　

楽
団
の
営
利
を
目
的
と
し
て
い
な
い
演
奏
会
で
あ
る
こ
と

３　

誰
で
も
容
易
に
演
奏
す
る
こ
と
が
で
き
る
曲
を
用
い
る
こ
と

4　

観
客
か
ら
一
切
の
料
金
を
徴
収
し
な
い
こ
と

5　

文
化
の
発
展
を
目
的
と
し
た
演
奏
会
で
あ
る
こ
と

6　

演
奏
を
行
う
楽
団
に
報
酬
が
支
払
わ
れ
な
い
こ
と
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国
語
の
問
題
は
次
に
続
く
。
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次
の
詩「
紙
」（『
オ
ン
デ
ィ
ー
ヌ
』、
一
九
七
二
年
）と
エ
ッ
セ
イ「
永
遠
の
百ゆ

合り

」（『
花
を
食
べ
る
』、
一
九
七
七
年
）を
読
ん
で（
と
も
に
作
者

は
吉よ
し

原は
ら

幸さ
ち

子こ

）、
後
の
問
い（
問
１
〜
６
）に
答
え
よ
。
な
お
、
設
問
の
都
合
で
エ
ッ
セ
イ
の
本
文
の
段
落
に
1
〜
8
の
番
号
を
付
し
、
表
記
を
一

部
改
め
て
い
る
。（
配
点　

50
）

第
3
問

紙

愛
の
の
こ
し
た
紙
片
が

し
ら
じ
ら
し
く　

あ
り
つ
づ
け
る
こ
と
を

い
ぶ
か
る

書
い
た　

ひ
と
り
の
肉
体
の

重
さ
も　

ぬ
く
み
も　

体
臭
も

い
ま
は
な
い
の
に

こ
ん
な
に
も

も
え
や
す
く　

い
の
ち
を
も
た
ぬ

た
っ
た
一
枚
の
黄
ば
ん
だ
紙
が

こ
こ
ろ
よ
り
長
も
ち
す
る
こ
と
の　

不
思
議

い
の
ち　

と
い
ふ
不
遜

一
枚
の
紙
よ
り
ほ
ろ
び
や
す
い
も
の
が

何
百
枚
の
紙
に　

書
き
し
る
す　

不
遜

アＡ

死
の
や
う
に
生
き
れ
ば

何
も
失
は
な
い
で
す
む
だ
ら
う
か

こ
の
紙
の
や
う
に　

生
き
れ
ば

さ
あ

ほ
ろ
び
や
す
い
愛
の
た
め
に

乾
杯

の
こ
さ
れ
た
紙
片
に

乾
杯

い
の
ち
が

蒼あ
お

ざ
め
そ
し
て
黄
ば
む
ま
で

（
い
の
ち
で
な
い
も
の
に
近
づ
く
ま
で
）

乾
杯！
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永
遠
の
百
合

あ
ま
り
生
産
的
と
は
い
え
な
い
、
さ
ま
ざ
ま
の
優
雅
な
イ
手
す
さ
び
に
ひ
た
れ
る
こ
と
は
、
女
性
の
一
つ
の
美
点
で
も
あ
り
、（
何
百
年
も
の
涙

と
ひ
き
か
え
の
）特
権
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
近
ご
ろ
は
ア
ー
ト
・
フ
ラ
ワ
ー
と
い
う
分
野
も
颯さ

っ

爽そ
う

と
そ
れ
に
加
わ
っ
た
。

去
年
の
夏
、
私
は
あ
る
古
い
友
だ
ち
に
、
そ
の
よ
う
な〝
匂
わ
な
い
〟百
合
の
花
束
を
も
ら
っ
た
。「
秋
に
な
っ
た
ら
捨
て
て
頂
戴
ね
」と
い
う
言
葉

を
添
え
て
。

私
は
び
っ
く
り
し
、
そ
し
て
考
え
た
。
こ
れ
は
謙
虚
か
、
傲
慢
か
、
た
だ
の
キ
ザ
な
の
か
。
そ
ん
な
に
百
合
そ
っ
く
り
の
つ
も
り
な
の
か
、
そ
う
で

な
い
こ
と
を
恥
じ
て
い
る
の
か
。
人
間
が
自
然
を
真ま

似ね

る
時
、
決
し
て
自
然
を
超
え
る
自
信
が
な
い
の
な
ら
、
い
っ
た
い
こ
の
花
た
ち
は
何
な
の
だ
ろ

う
。
心
こ
め
て
に
せ
も
の
を
造
る
人
た
ち
の
、
ほ
ん
も
の
に
か
な
わ
な
い
と
い
う
ウ
い
じ
ら
し
さ
と
、
生
理
ま
で
似
せ
る
つ
も
り
の
思
い
上
が
り
と
。

枯
れ
な
い
も
の
は
花
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
そ
れ
を
知
り
つ
つ
枯
れ
な
い
花
を
造
る
の
が
、
Ｂ
つ
く
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
―
―
花
そ
っ
く
り

の
花
も
、
花
よ
り
美
し
い
花
も
あ
っ
て
よ
い
。
そ
れ
に
香
水
を
ふ
り
か
け
る
も
よ
い
。
だ
が
造
花
が
造
花
で
あ
る
限
り
、
た
っ
た
一
つ
で
き
な
い
の

は
枯
れ
る
こ
と
だ
。
そ
し
て
ま
た
、
た
っ
た
一
つ
で
き
る
の
は
枯
れ
な
い
こ
と
だ
。

花
で
な
い
何
か
。
ど
こ
か
で
花
を
超
え
る
も
の
。
大
げ
さ
に
言
う
な
ら
、
ひ
と
夏
の
百
合
を
超
え
る
永
遠
の
百
合
。
そ
れ
を
め
ざ
す
時
の
み
、
つ

く
る
と
い
う
、
真
似
る
と
い
う
、
不
遜
な
行
為
は
許
さ
れ
る
の
だ
。（
と
、
私
は
だ
ん
だ
ん
昂こ

う

奮ふ
ん

し
て
く
る
。）

絵
画
だ
っ
て
、
こ
と
ば
だ
っ
て
そ
う
だ
。
一
瞬
を
永
遠
の
な
か
に
定
着
す
る
作
業
な
の
だ
。
個
人
の
見
、
嗅
い
だ
も
の
を
ひ
と
つ
の
生
き
た
花
と

す
る
な
ら
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
表
現
に
ま
し
て
Ｃ
在
る

0

0

と
い
う
重
み
を
も
つ
に
決
ま
っ
て
い
る
。
あ
え
て
そ
れ
を
花
を
超
え
る
何
か
に
変
え
る

―
―
も
ど
す
―
―
こ
と
が
た
ぶ
ん
、
描
く
と
い
う
行
為
な
の
だ
。
そ
の
ひ
そ
か
な
夢
の
た
め
に
こ
そ
、
私
も
ま
た
手
を
こ
ん
な
に
ノ
リ
だ
ら
け
に
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
も
し
、
も
し
も
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て
私
の
一
瞬
を
枯
れ
な
い
花
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
ら
！

―
―
た
だ
し
、（
と
Ｄ
私
は
さ
め
る
。
秋
に
な
っ
た
ら
…
…
の
発
想
を
、
は
じ
め
て
少
し
理
解
す
る
。）「
私
の
」永
遠
は
、
た
か
だ
か
あ
と
三
十
年

―
―
歴
史
上
、
私
の
よ
う
な
古
風
な
感
性
の
絶
滅
す
る
ま
で
の
短
い
期
間
―
―
で
よ
い
。
何な

故ぜ

な
ら
、（
あ
あ
何
と
い
う
不
変
の
真
理
！
）死
な
な
い

0

0

0

0

も
の
は
い
の
ち
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
だ
か
ら
。

私
は
百
合
を
捨
て
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
造
っ
た
も
の
の
分
ま
で
う
し
ろ
め
た
く
蒼
ざ
め
な
が
ら
、
今
も
死
ね
な
い
ま
ま
、
私
の
部
屋
に
立
っ
て
い
る
。

12345678
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問
1　

傍
線
部
ア
〜
ウ
の
本
文
中
に
お
け
る
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選

べ
。
解
答
番
号
は

1

〜

3

。

ア　
「
い
ぶ
か
る
」

1　

う
る
さ
く
感
じ
る

2　

誇
ら
し
く
感
じ
る

3　

冷
静
に
考
え
る

4　

気
の
毒
に
思
う

5　

疑
わ
し
く
思
う

イ　
「
手
す
さ
び
」

1　

思
い
が
け
ず
出
て
し
ま
う
無
意
識
の
癖

2　

多
く
の
労
力
を
必
要
と
す
る
創
作

3　

い
つ
役
に
立
つ
と
も
知
れ
な
い
訓
練

4　

必
要
に
迫
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
遊
び

5　

犠
牲
に
見
合
う
と
は
思
え
な
い
見
返
り

ウ　
「
い
じ
ら
し
さ
」

1　

不
満
を
覚
え
ず
自
足
す
る
様
子

2　

自
ら
蔑
み
萎
縮
し
て
い
る
様
子

3　

け
な
げ
で
同
情
を
誘
う
様
子

4　

配
慮
を
忘
れ
な
い
周
到
な
様
子

5　

見
る
に
堪
え
な
い
悲
痛
な
様
子

1

���������

2

���������

3

���������
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問
2　

傍
線
部
Ａ「
何
百
枚
の
紙
に　

書
き
し
る
す　

不
遜
」と
あ
る
が
、
ど
う
し
て「
不
遜
」と
言
え
る
の
か
。
エ
ッ
セ
イ
の
内
容
を
踏
ま
え
て
説
明
し

た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

4

。

1　

そ
も
そ
も
不
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
表
現
と
い
う
行
為
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
あ
た
か
も
実
現
が
可
能
な
よ
う
に
偽
る
か
ら
。

2　

は
か
な
く
移
ろ
い
終
わ
り
を
迎
え
る
ほ
か
な
い
も
の
を
、
表
現
と
い
う
行
為
を
介
し
て
、
い
つ
ま
で
も
残
そ
う
と
た
く
ら
む
か
ら
。

3　

心
の
中
に
わ
だ
か
ま
る
こ
と
か
ら
も
、
表
現
と
い
う
行
為
を
幾
度
も
重
ね
て
い
け
ば
、
い
ず
れ
は
解
放
さ
れ
る
と
思
い
込
む
か
ら
。

4　

空
想
で
し
か
あ
り
得
な
い
は
ず
の
も
の
を
、
表
現
と
い
う
行
為
を
通
じ
て
、
実
体
と
し
て
捉
え
た
か
の
よ
う
に
見
せ
か
け
る
か
ら
。

5　

滅
び
る
も
の
の
美
し
さ
に
目
を
向
け
ず
、
表
現
と
い
う
行
為
に
こ
だ
わ
る
こ
と
で
、
あ
く
ま
で
永
遠
の
存
在
に
価
値
を
置
く
か
ら
。
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問
3　

傍
線
部
Ｂ「
つ
く
る
と
い
う
こ
と
」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
。
解
答
番

号
は

5

。

1　

対
象
を
あ
る
が
ま
ま
に
引
き
写
し
、
対
象
と
同
一
化
で
き
る
も
の
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
こ
と
。

2　

対
象
を
真
似
て
は
な
ら
な
い
と
意
識
を
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
に
せ
も
の
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
こ
と
。

3　

対
象
に
謙
虚
な
態
度
で
向
き
合
い
つ
つ
、
あ
え
て
類
似
す
る
も
の
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
こ
と
。

4　

対
象
を
真
似
な
が
ら
も
、
ど
こ
か
に
対
象
を
超
え
た
部
分
を
も
つ
も
の
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
こ
と
。

5　

対
象
の
捉
え
方
に
個
性
を
発
揮
し
、
新
奇
な
特
性
を
追
求
し
た
も
の
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
こ
と
。
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問
4　

傍
線
部
Ｃ「
在
る

0

0

と
い
う
重
み
」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
。
解
答
番
号

は

6

。

1　

時
間
的
な
経
過
に
伴
う
喪
失
感
の
深
さ
。

2　

実
物
そ
の
も
の
に
備
わ
る
か
け
が
え
の
な
さ
。

3　

感
覚
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
個
性
の
独
特
さ
。

4　

主
観
の
中
に
形
成
さ
れ
た
印
象
の
強
さ
。

5　

表
現
行
為
を
動
機
づ
け
る
衝
撃
の
大
き
さ
。
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問
5　

傍
線
部
Ｄ「
私
は
さ
め
る
」と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

7

。

1　

現
実
世
界
に
お
い
て
は
、
造
花
も
本
物
の
花
も
同
等
の
存
在
感
を
も
つ
こ
と
を
認
識
し
た
か
ら
。

2　

創
作
す
る
こ
と
の
意
義
が
、
日
常
の
営
み
を
永
久
に
残
し
続
け
る
こ
と
に
も
あ
る
と
理
解
し
た
か
ら
。

3　

花
を
あ
り
の
ま
ま
に
表
現
し
よ
う
と
し
て
も
、
完
全
を
期
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
気
付
い
た
か
ら
。

4　

作
品
が
時
代
を
超
え
て
残
る
こ
と
に
違
和
感
を
抱
き
、
自
分
の
感
性
も
永
遠
で
は
な
い
と
感
じ
た
か
ら
。

5　

友
人
か
ら
の
厚
意
を
理
解
も
せ
ず
に
、
身
勝
手
な
思
い
を
巡
ら
せ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
た
か
ら
。
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問
6　

詩「
紙
」と
エ
ッ
セ
イ「
永
遠
の
百
合
」の
表
現
に
つ
い
て
、
次
の
ⅰ
・
ⅱ
の
問
い
に
答
え
よ
。

ⅰ　

次
の
文
は
詩「
紙
」の
表
現
に
関
す
る
説
明
で
あ
る
。
文
中
の
空
欄

ａ

・

ｂ

に
入
る
語
句
の
組
合
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も

の
を
、
後
の
1
〜
4
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

8

。

対
比
的
な
表
現
や

ａ

を
用
い
な
が
ら
、
第
一
連
に
示
さ
れ
る
思
い
を

ｂ

に
捉
え
直
し
て
い
る
。

1　
ａ
―
擬
態
語　
　
　
　

ｂ
―
演え
ん

繹え
き

的

2　
ａ
―
倒
置
法　
　
　
　

ｂ
―
反
語
的

3　
ａ
―
反
復
法　
　
　
　

ｂ
―
帰
納
的

4　
ａ
―
擬
人
法　
　
　
　

ｂ
―
構
造
的
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ⅱ　

エ
ッ
セ
イ「
永
遠
の
百
合
」の
表
現
に
関
す
る
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
4
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

9

。

1　

第
4
段
落
に
お
け
る「
た
っ
た
一
つ
で
き
な
い
の
は
枯
れ
る
こ
と
だ
。
そ
し
て
ま
た
、
た
っ
た
一
つ
で
き
る
の
は
枯
れ
な
い
こ
と
だ
」で

は
、
対
照
的
な
表
現
に
よ
っ
て
、
枯
れ
な
い
と
い
う
造
花
の
欠
点
が
肯
定
的
に
捉
え
直
さ
れ
て
い
る
。

2　

第
5
段
落
に
お
け
る「（
と
、
私
は
だ
ん
だ
ん
昂
奮
し
て
く
る
。）」に
は
、
第
三
者
的
な
観
点
を
用
い
て「
私
」の
感
情
の
高
ぶ
り
が
強
調

さ
れ
て
お
り
、
混
乱
し
揺
れ
動
く
意
識
が
臨
場
感
を
も
っ
て
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

3　

第
6
段
落
に
お
け
る「
―
―
も
ど
す
―
―
」に
用
い
ら
れ
て
い
る「
―
―
」に
よ
っ
て
、「
私
」の
考
え
や
思
い
に
余
韻
が
与
え
ら
れ
、「
花
」

を
描
く
こ
と
に
込
め
ら
れ
た「
私
」の
思
い
入
れ
の
深
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

4　

第
7
段
落
に
お
け
る「『
私
の
』永
遠
」の「
私
の
」に
用
い
ら
れ
て
い
る「　

」に
は
、「
永
遠
」と
い
う
普
遍
的
な
概
念
を
話
題
に
応
じ
て
恣

意
的
に
解
釈
し
よ
う
と
す
る「
私
」の
意
図
が
示
さ
れ
て
い
る
。
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国
語
の
問
題
は
次
に
続
く
。
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次
の
文
章
は『
源
氏
物
語
』「
手て

習な
ら
い

」巻
の
一
節
で
あ
る
。
浮う
き

舟ふ
ね

と
い
う
女
君
は
、
薫か
お
る

と
い
う
男
君
の
思
い
人
だ
っ
た
が
、
匂
に
お
う
の

宮み
や

と
い
う
男

君
か
ら
強
引
に
言
い
寄
ら
れ
て
深
い
関
係
に
な
っ
た
。
浮
舟
は
苦
悩
の
末
に
入じ
ゆ

水す
い

し
よ
う
と
し
た
が
果
た
せ
ず
、
僧
侶
た
ち
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
、
比ひ

叡え
い

山ざ
ん

の
ふ
も
と
の
小お

野の

の
地
で
暮
ら
し
て
い
る
。
本
文
は
、
浮
舟
が
出
家
を
考
え
つ
つ
、
過
去
を
回
想
し
て
い
る
場
面
か
ら
始
ま
る
。
こ
れ
を
読
ん

で
、
後
の
問
い（
問
1
〜
5
）に
答
え
よ
。（
配
点　

50
）

あ
さ
ま
し
う
も
て
そ
こ
な
ひ
た
る
身
を
思
ひ
も
て
ゆ
け
ば
、
宮
を
、
す
こ
し
も
あ
は
れ
と
思
ひ
聞
こ
え
け
む
心
ぞ
い
と
け
し
か
ら
ぬ
、
た
だ
、
こ
の

人
の
御
ゆ
か
り
に
さ
す
ら
へ
ぬ
る
ぞ
と
思
へ
ば
、
小こ

島じ
ま

の
色
を
例た
め
し

に
契
り
給た
ま

ひ
し
を
、
な
ど
て
を
か
し
と
思
ひ
聞
こ
え
け
む
と
こ
よ
な
く
飽
き
に
た
る

心
地
す
。
は
じ
め
よ
り
、
薄
き
な
が
ら
も
の
ど
や
か
に
も
の
し
給
ひ
し
人
は
、
こ
の
折を
り

か
の
折
な
ど
、
思
ひ
出い

づ
る
ぞ
こ
よ
な
か
り
け
る
。
か
く
て
こ

そ
あ
り
け
れ
と
聞
き
つ
け
ら
れ
奉
ら
む
恥
づ
か
し
さ
は
、
人
よ
り
ま
さ
り
ぬ
べ
し
。
さ
す
が
に
、
こ
の
世
に
は
、
あ
り
し
御
さ
ま
を
、
よ
そ
な
が
ら
だ

に
、
い
つ
か
は
見
む
ず
る
と
う
ち
思
ふ
、
な
ほ
わ
ろ
の
心
や
、
か
く
だ
に
思
は
じ
、
な
ど
Ａ
心
ひ
と
つ
を
か
へ
さ
ふ
。

か
ら
う
し
て
鶏と

り

の
鳴
く
を
聞
き
て
、
い
と
う
れ
し
。
母
の
御
声
を
聞
き
た
ら
む
は
、
ま
し
て
い
か
な
ら
む
と
思
ひ
明
か
し
て
、
心
地
も
い
と
あ
し
。	

供
に
て
わ
た
る
べ
き
人
も
と
み
に
来
ね
ば
、
な
ほ
臥ふ

し
給
へ
る
に
、
い
び
き
の
人
は
い
と
と
く
起
き
て
、
粥か
ゆ

な
ど
む
つ
か
し
き
こ
と
ど
も
を
も
て
は
や

し
て
、「
御お

前ま
へ

に
、
と
く
ア
聞
こ
し
召
せ
」な
ど
寄
り
来
て
言
へ
ど
、
ま
か
な
ひ
も
い
と
心
づ
き
な
く
、
う
た
て
見
知
ら
ぬ
心
地
し
て
、「
な
や
ま
し
く

な
む
」と
、
こ
と
な
し
び
給
ふ
を
、
強し

ひ
て
言
ふ
も
い
と
イ
こ
ち
な
し
。
下げ

衆す

下
衆
し
き
法
師
ば
ら
な
ど
あ
ま
た
来
て
、「
僧そ
う

都づ

、
今
日
下お

り
さ
せ
給

ふ
べ
し
」、「
な
ど
に
は
か
に
は
」と
問
ふ
な
れ
ば
、「
一い
つ

品ぽ
ん

の
宮
の
御
物も
の

の
怪け

に
な
や
ま
せ
給
ひ
け
る
、
山
の
座ざ

主す

御
修ず

法ほ
ふ

仕つ
か

ま
つ
ら
せ
給
へ
ど
、
な
ほ

僧
都
参
り
給
は
で
は
験し
る
し

な
し
と
て
、
昨
日
二
た
び
な
む
召
し
侍は
べ

り
し
。
右
大
臣
殿
の
四
位
少
将
、
昨よ

夜べ

夜
更ふ

け
て
な
む
登
り
お
は
し
ま
し
て
、
后き
さ
い

の

宮
の
御
文
な
ど
侍
り
け
れ
ば
下
り
さ
せ
給
ふ
な
り
」な
ど
、
い
と
は
な
や
か
に
言
ひ
な
す
。
恥
づ
か
し
う
と
も
、
あ
ひ
て
、
尼
に
な
し
給
ひ
て
よ
と
言

は
む
、
ウ
さ
か
し
ら
人
す
く
な
く
て
よ
き
折
に
こ
そ
と
思
へ
ば
、
起
き
て
、「
心
地
の
い
と
あ
し
う
の
み
侍
る
を
、
僧
都
の
下
り
さ
せ
給
へ
ら
む
に
、	

忌い

む
こ
と
受
け
侍
ら
む
と
な
む
思
ひ
侍
る
を
、
さ
や
う
に
聞
こ
え
給
へ
」と
語
ら
ひ
給
へ
ば
、
ほ
け
ほ
け
し
う
う
な
づ
く
。

第
4
問

（
注
1
）

（
注
2
）

（
注
3
）

（
注
4
）

（
注
5
）

（
注
6
）

（
注
7
）
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例
の
方
に
お
は
し
て
、
髪
は
尼
君
の
み
梳け
づ

り
給
ふ
を
、
別こ
と

人ひ
と

に
手
触
れ
さ
せ
む
も
う
た
て
お
ぼ
ゆ
る
に
、
手
づ
か
ら
、
は
た
、
え
せ
ぬ
こ
と
な
れ

ば
、
た
だ
す
こ
し
と
き
下く
だ

し
て
、
Ｂ
親
に
い
ま
一
た
び
か
う
な
が
ら
の
さ
ま
を
見
え
ず
な
り
な
む
こ
そ
、
人
や
り
な
ら
ず
い
と
悲
し
け
れ
。
い
た
う
わ

づ
ら
ひ
し
け
に
や
、
髪
も
す
こ
し
落
ち
細
り
に
た
る
心
地
す
れ
ど
、
何
ば
か
り
も
お
と
ろ
へ
ず
、
い
と
多
く
て
、
六
尺
ば
か
り
な
る
末
な
ど
ぞ
う
つ
く

し
か
り
け
る
。
筋
な
ど
も
、
い
と
こ
ま
か
に
う
つ
く
し
げ
な
り
。「
か
か
れ
と
て
し
も
」と
独
り
ご
ち
ゐ
給
へ
り
。

（
注
）	

1　

宮
─
─
匂
宮
。

	

2　

小
島
の
色
を
例
に
契
り
給
ひ
し
─
─
匂
宮
に
連
れ
出
さ
れ
て
宇う

治じ

川が
わ

の
ほ
と
り
の
小
屋
で
二
人
き
り
で
過
ご
し
た
こ
と
。

	

3　

薄
き
な
が
ら
も
の
ど
や
か
に
も
の
し
給
ひ
し
人
─
─
薫
の
こ
と
。

	

4　

供
に
て
わ
た
る
べ
き
人
─
─
浮
舟
の
世
話
を
し
て
い
る
女め
の
わ
ら
わ童
。

	

5　

い
び
き
の
人
─
─
浮
舟
が
身
を
寄
せ
て
い
る
小
野
の
庵い
お
り

に
住
む
、
年
老
い
た
尼
。
い
び
き
が
ひ
ど
い
。

	

6　

僧
都
─
─
浮
舟
を
助
け
た
比
叡
山
の
僧
侶
。「
い
び
き
の
人
」の
子
。

	

7　

忌
む
こ
と
受
け
侍
ら
む
─
─
仏
教
の
戒
律
を
授
け
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
こ
と
。

	

8　

例
の
方
─
─
浮
舟
が
ふ
だ
ん
過
ご
し
て
い
る
部
屋
。

	

9　

尼
君
─
─
僧
都
の
妹
。

	

10　

六
尺
─
─
約
一
八
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。

（
注
8
）

（
注
9
）

（
注
10
）
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問
1　

傍
線
部
Ａ「
心
ひ
と
つ
を
か
へ
さ
ふ
」と
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
浮
舟
の
心
情
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
。
解
答
番
号
は

1

。

1　

匂
宮
に
対
し
て
薄
情
だ
っ
た
自
分
を
責
め
る
と
と
も
に
、
現
在
の
境
遇
も
匂
宮
と
の
縁
が
あ
っ
て
こ
そ
だ
と
感
慨
に
ふ
け
っ
て
い
る
。

2　

匂
宮
と
二
人
で
過
ご
し
た
と
き
の
こ
と
を
回
想
し
て
、
不
思
議
な
ほ
ど
に
匂
宮
へ
の
愛
情
を
覚
え
満
ち
足
り
た
気
分
に
な
っ
て
い
る
。

3　

薫
は
普
段
は
淡
々
と
し
た
人
柄
で
あ
る
も
の
の
、
時
に
は
匂
宮
以
上
に
情
熱
的
に
愛
情
を
注
い
で
く
れ
た
こ
と
を
忘
れ
か
ね
て
い
る
。

4　

小
野
で
こ
の
よ
う
に
生
活
し
て
い
る
と
薫
に
知
ら
れ
た
と
き
の
気
持
ち
は
、
誰
に
も
ま
し
て
恥
ず
か
し
い
だ
ろ
う
と
想
像
し
て
い
る
。

5　

薫
の
姿
を
遠
く
か
ら
見
る
こ
と
す
ら
諦
め
よ
う
と
す
る
自
分
を
否
定
し
、
薫
と
の
再
会
を
期
待
し
て
気
持
ち
を
奮
い
立
た
せ
て
い
る
。
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問
2　

傍
線
部
ア
〜
ウ
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

2

〜

4

。

ア　

聞
こ
し
召
せ

1　

お
起
き
な
さ
い

2　

着
替
え
な
さ
い

3　

お
食
べ
な
さ
い

4　

手
伝
い
な
さ
い

5　

お
聞
き
な
さ
い

イ　

こ
ち
な
し

1　

気
が
利
か
な
い

2　

大
げ
さ
で
あ
る

3　

優
し
く
な
い

4　

気
詰
ま
り
だ

5　

つ
ま
ら
な
い

ウ　

さ
か
し
ら
人

1　

知
っ
た
か
ぶ
り
を
す
る
人

2　

口
出
し
す
る
人

3　

身
分
の
高
い
人

4　

あ
つ
か
ま
し
い
人

5　

意
地
の
悪
い
人

2

���������

3

���������

4

���������
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問
3　

こ
の
文
章
の
登
場
人
物
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

5

。

1　

浮
舟
は
、
朝
に
な
っ
て
も
気
分
が
悪
く
臥
せ
っ
て
お
り
、「
い
び
き
の
人
」た
ち
の
給
仕
で
食
事
を
す
る
気
に
も
な
れ
な
か
っ
た
。

2　
「
下
衆
下
衆
し
き
法
師
ば
ら
」は
、「
僧
都
」が
高
貴
な
人
々
か
ら
の
信
頼
が
厚
い
僧
侶
で
あ
る
こ
と
を
、
誇
ら
し
げ
に
言
い
立
て
て
い
た
。

3　
「
僧
都
」は
、「
一
品
の
宮
」の
た
め
の
祈き

禱と
う

を
延
暦
寺
の
座
主
に
任
せ
て
、
浮
舟
の
出
家
の
た
め
に
急き
ゆ
う

遽き
よ

下
山
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

4　
「
右
大
臣
殿
の
四
位
少
将
」は
、「
僧
都
」を
比
叡
山
か
ら
呼
び
戻
す
た
め
に
、「
后
の
宮
」の
手
紙
を
携
え
て「
僧
都
」の
も
と
を
訪
れ
た
。

5　
「
い
び
き
の
人
」は
、
浮
舟
か
ら「
僧
都
」を
呼
ん
で
ほ
し
い
と
言
わ
れ
て
も
、
ぼ
ん
や
り
し
た
顔
で
た
だ
う
な
ず
く
だ
け
だ
っ
た
。
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問
4　

傍
線
部
Ｂ「
親
に
い
ま
一
た
び
か
う
な
が
ら
の
さ
ま
を
見
え
ず
な
り
な
む
こ
そ
、
人
や
り
な
ら
ず
い
と
悲
し
け
れ
」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
。
解
答
番
号
は

6

。

1　
「
か
う
な
が
ら
の
さ
ま
」と
は
、
す
っ
か
り
容
貌
の
衰
え
た
今
の
浮
舟
の
姿
の
こ
と
で
あ
る
。

2　
「
見
え
ず
な
り
な
む
」は
、「
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
姿
を
隠
し
た
い
」と
い
う
意
味
で
あ
る
。

3　
「
こ
そ
」に
よ
る
係
り
結
び
は
、
実
の
親
で
は
な
く
、
他
人
で
あ
る
尼
君
の
世
話
を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
浮
舟
の
苦
境
を
強
調
し
て
い
る
。

4　
「
人
や
り
な
ら
ず
」に
は
、
他
人
を
責
め
る
浮
舟
の
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

5　
「『
…
…
悲
し
け
れ
』と
思
ひ
給
ふ
」で
は
な
く「
悲
し
け
れ
」と
結
ぶ
表
現
に
は
、
浮
舟
の
心
情
を
読
者
に
強
く
訴
え
か
け
る
効
果
が
あ
る
。
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問
5　

次
に
掲
げ
る
の
は
、
二
重
傍
線
部「
か
か
れ
と
て
し
も
」に
関
し
て
、
生
徒
と
教
師
が
交
わ
し
た
授
業
中
の
会
話
で
あ
る
。
会
話
中
に
あ
ら
わ
れ

る
遍へ
ん

昭じ
よ
う

の
和
歌
や
、
そ
れ
を
踏
ま
え
る
二
重
傍
線
部「
か
か
れ
と
て
し
も
」の
解
釈
と
し
て
、
会
話
の
後
に
六
人
の
生
徒
か
ら
出
さ
れ
た
発
言

1
〜
6
の
う
ち
、
適
当
な
も
の
を
二
つ
選
べ
。
た
だ
し
、
解
答
の
順
序
は
問
わ
な
い
。
解
答
番
号
は

7

・

8

。

生
徒　
　

先
生
、
こ
の「
か
か
れ
と
て
し
も
」と
い
う
部
分
な
ん
で
す
け
ど
、
現
代
語
に
訳
し
た
だ
け
で
は
意
味
が
分
か
ら
な
い
ん
で
す
。
ど
う
考

え
た
ら
い
い
で
す
か
。

教
師　
　

そ
れ
は
、

た
ら
ち
ね
は
か
か
れ
と
て
し
も
む
ば
た
ま
の
我わ

が
黒
髪
を
な
で
ず
や
あ
り
け
む

と
い
う
遍
昭
の
歌
に
基
づ
く
表
現
だ
か
ら
、
こ
の
歌
を
知
ら
な
い
と
分
か
り
に
く
か
っ
た
だ
ろ
う
ね
。
古
文
に
は「
引
き
歌
」と
い
っ
て
、

有
名
な
和
歌
の
一
部
を
引
用
し
て
、
人
物
の
心
情
を
豊
か
に
表
現
す
る
技
法
が
あ
る
ん
だ
よ
。

生
徒　
　

そ
ん
な
技
法
が
あ
る
な
ん
て
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
和
歌
に
つ
い
て
の
知
識
が
必
要
な
ん
で
す
ね
。

教
師　
　

遍
昭
の
歌
が
詠
ま
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、『
遍
昭
集
』と
い
う
歌
集
が
詳
し
い
よ
。
歌
の
右
側
に
は
、

な
に
く
れ
と
い
ひ
あ
り
き
し
ほ
ど
に
、
仕つ

か

ま
つ
り
し
深ふ
か

草く
さ

の
帝み
か
ど

隠
れ
お
は
し
ま
し
て
、
か
は
ら
む
世
を
見
む
も
、
堪た

へ
が
た
く
か

な
し
。
蔵
人
の
頭
の
中
将
な
ど
い
ひ
て
、
夜
昼
馴な

れ
仕
ま
つ
り
て
、「
名
残
り
な
か
ら
む
世
に
交ま

じ
ら
は
じ
」と
て
、
に
は
か
に
、
家

の
人
に
も
知
ら
せ
で
、
比ひ

叡え

に
上
り
て
、
頭か
し
ら

下
ろ
し
侍
り
て
、
思
ひ
侍
り
し
も
、
さ
す
が
に
、
親
な
ど
の
こ
と
は
、
心
に
や
か
か

り
侍
り
け
む
。

と
、
歌
が
詠
ま
れ
た
状
況
が
書
か
れ
て
い
る
よ
。

生
徒　
　

そ
こ
ま
で
分
か
る
と
、
浮
舟
と
の
つ
な
が
り
も
見
え
て
く
る
気
が
し
ま
す
。

教
師　
　

そ
れ
で
は
、
板
書
し
て
お
く
か
ら
、
歌
が
詠
ま
れ
た
状
況
も
踏
ま
え
て
、
遍
昭
の
和
歌
と『
源
氏
物
語
』の
浮
舟
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

み
ん
な
で
意
見
を
出
し
合
っ
て
ご
ら
ん
。
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1　

生
徒
Ａ
―
―
遍
昭
は
、
お
仕
え
し
て
い
た
帝
の
死
を
き
っ
か
け
に
出
家
し
た
ん
だ
ね
。
そ
の
と
き
に「
た
ら
ち
ね
」、
つ
ま
り
お
母
さ
ん

の
こ
と
を
思
っ
て「
母
は
こ
の
よ
う
に
私
が
出
家
す
る
こ
と
を
願
っ
て
私
の
髪
を
な
で
た
に
違
い
な
い
」と
詠
ん
だ
ん
だ
か
ら
、
遍
昭
の
親
は

以
前
か
ら
息
子
に
出
家
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
た
ん
だ
ね
。

2　

生
徒
Ｂ
―
―
そ
う
か
な
あ
。
こ
の
和
歌
は「
母
は
私
が
こ
の
よ
う
に
出
家
す
る
こ
と
を
願
っ
て
私
の
髪
を
な
で
た
は
ず
が
な
い
」と
い
う

意
味
だ
と
思
う
な
。
出
家
を
し
て
帝
へ
の
忠
義
は
果
た
し
た
け
れ
ど
、
育
て
て
く
れ
た
親
に
申
し
訳
な
い
と
い
う
気
持
ち
も
あ
っ
て
、
だ
か

ら『
遍
昭
集
』で「
さ
す
が
に
」と
言
っ
て
い
る
ん
だ
よ
。

3　

生
徒
Ｃ
―
―
私
は
Ａ
さ
ん
の
意
見
が
い
い
と
思
う
。
浮
舟
も
出
家
す
る
こ
と
で
、
遍
昭
と
同
じ
く
お
母
さ
ん
の
意
向
に
沿
っ
た
生
き
方

を
し
よ
う
と
し
て
い
る
ん
だ
よ
。
つ
ま
り
、
今
ま
で
親
の
期
待
に
背
い
て
き
た
浮
舟
が
、
こ
れ
か
ら
の
人
生
を
や
り
直
そ
う
と
し
て
い
る
決

意
を
、
心
の
中
で
お
母
さ
ん
に
誓
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
ね
。

4　

生
徒
Ｄ
―
―
私
も
和
歌
の
解
釈
は
Ａ
さ
ん
の
で
い
い
と
思
う
け
ど
、『
源
氏
物
語
』に
関
し
て
は
Ｃ
さ
ん
と
は
意
見
が
違
う
。
薫
か
匂
宮

と
結
ば
れ
て
幸
せ
に
な
り
た
い
と
い
う
の
が
、
浮
舟
の
本
心
だ
っ
た
は
ず
だ
よ
。
自
分
も
遍
昭
の
よ
う
に
晴
れ
晴
れ
し
た
気
分
で
出
家
で
き

た
ら
ど
ん
な
に
い
い
か
と
い
う
望
み
が
、
浮
舟
の
独
り
言
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
。

5　

生
徒
Ｅ
―
―
い
や
、
和
歌
の
解
釈
は
Ｂ
さ
ん
の
ほ
う
が
正
し
い
と
思
う
よ
。
浮
舟
も
元
々
は
気
が
す
す
ま
な
か
っ
た
、
親
も
そ
れ
を
望

ん
で
い
な
い
、
そ
れ
で
も
過
去
を
清
算
す
る
た
め
に
は
出
家
以
外
に
道
は
な
い
と
わ
り
き
っ
た
浮
舟
の
潔
さ
が
、
遍
昭
の
歌
を
口
ず
さ
ん
で

い
る
と
こ
ろ
に
表
れ
て
い
る
ん
だ
よ
。

6　

生
徒
Ｆ
―
―
私
も
Ｂ
さ
ん
の
解
釈
の
ほ
う
が
い
い
と
思
う
。
で
も
、
遍
昭
が
出
家
を
遂
げ
た
後
に
詠
ん
だ
歌
を
、
浮
舟
は
出
家
の
前
に

思
い
起
こ
し
て
い
る
と
い
う
違
い
は
大
き
い
よ
。
出
家
に
踏
み
切
る
だ
け
の
心
の
整
理
を
、
浮
舟
は
ま
だ
で
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
、

引
き
歌
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
ん
だ
よ
。
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次
の【
文
章
Ⅰ
】と【
文
章
Ⅱ
】は
、
い
ず
れ
も「
狙そ

公こ
う

」（
猿
飼
い
の
親
方
）と「
狙そ

」（
猿
）と
の
や
り
と
り
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。【
文
章
Ⅰ
】と

【
文
章
Ⅱ
】を
読
ん
で
、
後
の
問
い（
問
1
〜
5
）に
答
え
よ
。
な
お
、
設
問
の
都
合
で
返
り
点
・
送
り
仮
名
を
省
い
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。（
配
点　

50
）

【
文
章
Ⅰ
】

猿
飼
い
の
親
方
が
芧と
ち

の
実
を
分
け
与
え
る
の
に
、「
朝
三
つ
に
し
て
夕
方
四
つ
に
し
よ
う
、」と
い
っ
た
と
こ
ろ
、
猿
ど
も
は
み
な
怒
っ
た
。「
そ
れ
で

は
朝
四
つ
に
し
て
夕
方
三
つ
に
し
よ
う
、」と
い
っ
た
と
こ
ろ
、
猿
ど
も
は
み
な
悦よ
ろ
こ

ん
だ
と
い
う
。

（
金か
な

谷や

治お
さ
む

訳
注『
荘
子
』に
よ
る
。）

【
文
章
Ⅱ
】

　

 

楚ニ 

有リ 

養ヒ
テ

 

狙ヲ 
以テ 
為ス 

生 

者
。
楚 

人 

謂フ 

之ヲ 

狙 

公
ト。
旦 

日 

必ズ 

部 

分シ
テ

 

衆 

狙ヲ 

于 

庭ニ、
使 

老 

狙 

率 

以 
之 
山 

中
、
求 

草 

木 

之 

実
。
賦シ

テ

 

什
ノ

 

一ヲ 

以テ 

自ラ 

奉ズ。
或イ

ハ

 
�

不ン
バ

 

給セ、
則チ 

加フ 

鞭 

箠
ヲ

 

焉
。
群 
狙 
皆 
畏レ

テ

 

苦シ
ム
モ

 

之ニ、
弗ル 

敢ヘ
テ

 

違
ハ

 

也
。
一 

日
、
有リ

テ

 

小 

狙 
�

謂ヒ
テ

 

衆 

狙ニ 

曰ハ
ク、「
山 

之 

果
、
公 

所 

樹 
与
。」曰ハ

ク、「
否 

也
。
天ノ 

生ズ
ル

 

也ト。」曰ハ
ク、「
非ズ

ン
バ

 

公ニ 

不ル 

得テ �

而 

取ラ 

与ト。」曰ハ
ク、「
否ザ

ル

 

也
。
皆 

得テ 

而 

取ル 

也ト。」曰ハ
ク、「
然ラ

バ
 

則チ 

吾 

何ゾ 

仮リ
テ

 

於 

彼ニ 

而 

為ス 

之ガ �

役ヲ 

乎ト。」言 

未ダ 

既キ、
衆 

狙 

皆 

寤ム。
其ノ 

夕
、
相ヒ 

与ニ 
伺ヒ 
狙 

公 

之 

寝ヌ
ル
ヲ、
破リ 

柵ヲ 

毀
チ

 

柙
ヲ、�

第
5
問

（
注
1
）

二

レ

そ

レ ⑴

一

二

そ

こ
う

一
（
注
2
）

（
注
3
）

二

一 Ａ

（
注
4
）

二
じ
ふ

一

（
注
5
）

レ

二
（
注
6
）

べ
ん

す
い

一

レ

ざ
二

た
が

一

二

一

二

一

Ｂ

し
か
ら

�

ザ
ル

レ

二

一

二

一

二

一

ル
ニレ

つ

さ

二

い

一

レ

こ
ぼ

レ
を
り
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取リ 

其ノ 

積
、
相ヒ 

携ヘ
テ

 

而 

入リ 

于 

林 

中ニ、
不 

復タ 

帰ラ。
狙 

公 

卒
ニ

 

餒ヱ
テ

 

而 

死ス。

　
 

郁 

離 

子 

曰ハ
ク、「
世ニ 

有ル
ハ

 

以テ 

術ヲ 

使ヒ
テ

 

民ヲ 

而 

無キ 

道 

揆 

者
、
其レ 

如キ 

狙 

公ノ 

乎
。
惟 

�
其 
昏 
而 

未 

覚 

也
。
一 

旦 

有ラ
バ

 

開ク
コ
ト

 

之ヲ、
其ノ 

術 

窮セ
ン
ト

 

矣
。」

（
劉り
ゆ
う

基き『
郁
離
子
』に
よ
る
。）

（
注
）�

1　

楚
―
―
古
代
中
国
の
国
名
の
一
つ
。

�

2　

旦
日
―
―
明
け
方
。

�

3　

部
分
―
―
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
分
け
る
。

�

4　

賦
什
一
―
―
十
分
の
一
を
徴
収
す
る
。

�

5　

自
奉
―
―
自
ら
の
暮
ら
し
を
ま
か
な
う
。

�

6　

鞭
箠
―
―
む
ち
。

�

7　

郁
離
子
―
―
著
者
劉
基
の
自
称
。

�

8　

道
揆
―
―
道
理
に
か
な
っ
た
決
ま
り
。

二

⑵

一

二

一

二

一

つ
ひ

う

（
注
7
）

い
く

り

し

下

レ

レ

二
（
注
8
）

一

上

二

一

Ｃ

レ

レ

レ

二

一
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問
1　

傍
線
部
⑴「
生
」・
⑵「
積
」の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。
解
答

番
号
は

1

・

2

。

⑴　
「
生
」

1　

往
生

2　

生
計

3　

生
成

4　

畜
生

5　

発
生

⑵　
「
積
」

1　

積
極

2　

積
年

3　

積
分

4　

蓄
積

5　

容
積

1

���������

2

���������
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問
2　

傍
線
部
Ａ「
使
老
狙
率
以
之
山
中
、求
草
木
之
実
」の
返
り
点
・
送
り
仮
名
の
付
け
方
と
書
き
下
し
文
と
の
組
合
せ
と
し
て
最
も
適

当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

3

。

1　

使ム　

老　

狙ヲ
シ
テ

　

率ヰ
テ
　

以テ　

之キ　

山　

中ニ、
求メ　

草　

木　

之　

実ヲ

老
狙
を
し
て
率ひ
き

ゐ
て
以
て
山
中
に
之ゆ

き
、
草
木
の
実
を
求
め
し
む

2　

使ヒ
テ
　

老　

狙ヲ　

率ネ　

以テ　

之カ
シ
メ

　

山　

中ニ、
求ム　

草　

木　

之　

実ヲ

老
狙
を
使
ひ
て
率お
ほ
む

ね
以
て
山
中
に
之
か
し
め
、
草
木
の
実
を
求
む

3　

使メ
テ
　

老　

狙ヲ
シ
テ

　

率ヘ　

以テ　

之キ　

山　

中ニ、
求ム　

草　

木　

之　

実ヲ

老
狙
を
し
て
率と
ら

へ
し
め
て
以
て
山
中
に
之
き
、
草
木
の
実
を
求
む

4　

使シ　

老　

狙　

率ヰ
テ
　

以テ　

之カ
バ
　

山　

中ニ、
求ム　

草　

木　

之　

実ヲ

使も

し
老
狙
率ひ
き

ゐ
て
以
て
山
中
に
之
か
ば
、
草
木
の
実
を
求
む

5　

使ム　

老　

狙ヲ
バ
　

率ヘ
テ
　

以テ　

之キ　

山　

中ニ、
求メ　

草　

木　

之　

実ヲ

老
狙
を
ば
率と
ら

へ
て
以
て
山
中
に
之
き
、
草
木
の
実
を
求
め
し
む

下

二

一

中

上

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

下

二

一

中

上
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問
3　

傍
線
部
Ｂ「
山
之
果
、公
所
樹
与
」の
書
き
下
し
文
と
そ
の
解
釈
と
の
組
合
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か

ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

4

。

1　

山
の
果
は
、
公
の
樹う

う
る
所
か

山
の
木
の
実
は
、
猿
飼
い
の
親
方
が
植
え
た
も
の
か

2　

山
の
果
は
、
公
の
所
の
樹き

か

山
の
木
の
実
は
、
猿
飼
い
の
親
方
の
土
地
の
木
に
生な

っ
た
の
か

3　

山
の
果
は
、
公
の
樹う

ゑ
て
与
ふ
る
所
か

山
の
木
の
実
は
、
猿
飼
い
の
親
方
が
植
え
て
分
け
与
え
て
い
る
も
の
な
の
か

4　

山
の
果
は
、
公
の
所
に
樹う

う
る
か

山
の
木
の
実
は
、
猿
飼
い
の
親
方
の
土
地
に
植
え
た
も
の
か

5　

山
の
果
は
、
公
の
樹う

う
る
所
を
与
ふ
る
か

山
の
木
の
実
は
、
猿
飼
い
の
親
方
が
植
え
た
も
の
を
分
け
与
え
た
の
か
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問
4　

傍
線
部
Ｃ「
惟
其
昏
而
未
覚
也
」の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

5

。

1　

た
だ
民
た
ち
が
疎
く
て
こ
れ
ま
で
気
付
か
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
る

2　

た
だ
民
た
ち
が
そ
れ
ま
で
の
や
り
方
に
満
足
し
て
い
た
だ
け
で
あ
る

3　

た
だ
猿
た
ち
が
そ
れ
ま
で
の
や
り
方
に
満
足
し
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
る

4　

た
だ
猿
飼
い
の
親
方
が
そ
れ
ま
で
の
や
り
方
の
ま
ま
に
し
た
だ
け
で
あ
る

5　

た
だ
猿
飼
い
の
親
方
が
疎
く
て
事
態
の
変
化
に
ま
だ
気
付
い
て
い
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
る

レ
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問
5　

次
に
掲
げ
る
の
は
、
授
業
の
中
で【
文
章
Ⅰ
】と【
文
章
Ⅱ
】に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
生
徒
の
会
話
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
ⅰ
〜
ⅲ
の
問

い
に
答
え
よ
。

生
徒
Ａ　
　
【
文
章
Ⅰ
】の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
有
名
な
故
事
成
語
に
な
っ
て
い
る
ね
。

生
徒
Ｂ　
　

そ
れ
っ
て
何
だ
っ
た
か
な
。

Ｘ

と
い
う
よ
う
な
意
味
に
な
る
ん
だ
っ
け
。

生
徒
Ｃ　
　

そ
う
そ
う
。
も
う
一
つ
の【
文
章
Ⅱ
】で
は
、
猿
飼
い
の
親
方
は
散
々
な
目
に
遭
っ
て
い
る
ね
。【
文
章
Ⅰ
】と【
文
章
Ⅱ
】と
で
は
、
何

が
違
っ
た
ん
だ
ろ
う
。

生
徒
Ａ　
　
【
文
章
Ⅰ
】で
は
、
猿
飼
い
の
親
方
は
言
葉
で
猿
を
操
っ
て
い
る
ね
。

生
徒
Ｂ　
　
【
文
章
Ⅱ
】で
は
、
猿
飼
い
の
親
方
は
む
ち
で
猿
を
従
わ
せ
て
い
る
よ
。

生
徒
Ｃ　
　
【
文
章
Ⅰ
】で
は
、
猿
飼
い
の
親
方
の
言
葉
に
猿
が
丸
め
込
ま
れ
て
し
ま
う
け
ど
…
…
。

生
徒
Ａ　
　
【
文
章
Ⅱ
】で
は
、

Ｙ

が
運
命
の
分
か
れ
目
だ
よ
ね
。
こ
れ
で
猿
飼
い
の
親
方
と
猿
と
の
関
係
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

生
徒
Ｂ　
　
【
文
章
Ⅱ
】の
最
後
で
郁
離
子
は
、

Ｚ

と
言
っ
て
い
る
よ
ね
。

生
徒
Ｃ　
　

だ
か
ら
こ
そ
、【
文
章
Ⅱ
】の
猿
飼
い
の
親
方
は
、「
其
の
術
窮
せ
ん
。」と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
か
。

ⅰ　

Ｘ

に
入
る
有
名
な
故
事
成
語
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

6

。

1　

お
お
よ
そ
同
じ
だ
が
細
か
な
違
い
が
あ
る
こ
と

2　

朝
に
命
令
を
下
し
、
そ
の
日
の
夕
方
に
な
る
と
そ
れ
を
改
め
る
こ
と

3　

二
つ
の
物
事
が
く
い
違
っ
て
、
話
の
つ
じ
つ
ま
が
合
わ
な
い
こ
と

4　

朝
に
指
摘
さ
れ
た
過
ち
を
夕
方
に
は
改
め
る
こ
と

5　

内
容
を
改
め
な
い
で
口
先
だ
け
で
ご
ま
か
す
こ
と
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ⅱ　

Ｙ

に
入
る
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

7

。

1　

猿
飼
い
の
親
方
が
む
ち
を
打
っ
て
猿
を
お
ど
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

2　

猿
飼
い
の
親
方
が
草
木
の
実
を
す
べ
て
取
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

3　

小
猿
が
猿
た
ち
に
素
朴
な
問
い
を
投
げ
か
け
た
こ
と

4　

老
猿
が
小
猿
に
猿
飼
い
の
親
方
の
素
性
を
教
え
た
こ
と

5　

老
猿
の
指
示
で
猿
た
ち
が
林
の
中
に
逃
げ
て
し
ま
っ
た
こ
と

ⅲ　

Ｚ

に
入
る
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

8

。

1　

世
の
中
に
は「
術
」に
よ
っ
て
民
を
使
う
ば
か
り
で
、「
道
揆
」に
合
う
か
を
考
え
な
い
猿
飼
い
の
親
方
の
よ
う
な
者
が
い
る

2　

世
の
中
に
は「
術
」を
こ
ろ
こ
ろ
変
え
て
民
を
使
い
、「
道
揆
」に
沿
わ
な
い
猿
飼
い
の
親
方
の
よ
う
な
者
が
い
る

3　

世
の
中
に
は「
術
」を
め
ぐ
ら
せ
て
民
を
使
い
、「
道
揆
」を
知
ら
な
い
民
に
反
抗
さ
れ
る
猿
飼
い
の
親
方
の
よ
う
な
者
が
い
る

4　

世
の
中
に
は「
術
」に
よ
っ
て
民
を
使
お
う
と
し
て
、
賞
罰
が「
道
揆
」に
合
わ
な
い
猿
飼
い
の
親
方
の
よ
う
な
者
が
い
る

5　

世
の
中
に
は「
術
」で
民
を
き
び
し
く
使
い
、
民
か
ら「
道
揆
」よ
り
も
多
く
を
む
さ
ぼ
る
猿
飼
い
の
親
方
の
よ
う
な
者
が
い
る



Ⅱ　解答上の注意

〔記述式の解答について〕

1　一マス目から書き終わりまでの間に空欄がないように書きなさい。

2　文の区切りであっても改行はしないようにしなさい。

3　一マスに 1 字ずつ楷書で，誤字・脱字がなく，判読できるように丁寧に書きな

さい。句点（。），読点（、），括弧，アルファベット，その他の記号等もすべて 1 字

として書きなさい。

4　文の最後には必ず句点を書きなさい。二つの文で書くことが指定されている時

は，句点を書くことで，書き始めから句点までが一つの文であることを示しなさ

い。

5　読点は必要に応じて書きなさい。

6　訂正は，消しゴムできれいに消し，文字が判読できるように書き直しなさい。

7　問題冊子内の下書き欄を使用してもよいが，解答は必ず解答用紙に書きなさい。 

（解答用紙の点線の枠外は採点の対象外となる。）


