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例題 2 - 2　記述式問題の解答実践

＊﹃
千
一
夜
物
語
﹄
は
周
知
の
よ
う
に
、
大
臣
の
娘
姉
妹
が
宮
廷
に
お
も
む
き
、
夜
ご
と
興
味
尽
き
ぬ
話
を
王
に
き
か
せ
て
ゆ
く

と
い
う
発
想
か
ら
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
シ
ャ
ハ
ラ
ザ
ー
ド
な
る
姉
娘
の
話
は
、
い
わ
ば
萌ほ

う

芽が

増
殖
と
で
も
い
う
べ
き
形

態
を
と
り
、
た
と
え
ば
旅
を
す
る
一
人
の
商
人
が
道
中
不
思
議
な
三
人
の
老
人
に
会
う
と
、
そ
の
三
人
の
老
人
が
め
い
め
い
に
自

己
の
境
遇
を
話
し
出
し
て
独
立
の
物
語
と
な
り
、
あ
る
い
は
一
人
の
登
場
人
物
が
あ
る
状
況
に
出
く
わ
し
て
、﹁
こ
れ
は
嘗か

つ
て

あ
っ
た
あ
る
大
臣
と
医
者
の
話
そ
っ
く
り
じ
ゃ
﹂
と
歎た

ん

息そ
く

す
る
と
、
そ
の
大
臣
と
医
者
の
物
語
が
不
意
に
膨ぼ

う

脹ち
ょ
うし
て
独
立
の
一い

っ

篇ぺ
ん

を
な
す
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
物
語
が
物
語
を
生
み
、
登
場
人
物
が
語
り
出
し
た
物
語
の
中
の
人
物
が
ま
た
一
つ
の
物
語
を
語

り
出
す
。
土
地
に
接
触
し
た
茎
か
ら
根
が
は
え
、
そ
こ
か
ら
ま
た
茎
を
出
し
、
そ
の
茎
の
一
部
か
ら
ま
た
根
が
は
え
て
独
立
す

る
、
あ
る
種
の
植
物
の
繁
殖
に
そ
れ
は
似
て
い
る
。

察
す
る
に（

1
）

こ
う
し
た
発
想
法
の
背
後
に
は
、
従
来
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
な
い
ア
ラ
ビ
ア
文
化
圏
特
有
の
存
在
論
が
秘
め
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼
ら
の
生
命
観
や
歴
史
意
識
と
も
お
そ
ら
く
は
無
縁
で
は
な
い
。
仏
教
に
地
獄
の
中
に
極
楽
が
ふ

く
ま
れ
て
い
て
、
そ
の
極
楽
の
中
に
ま
た
地
獄
が
あ
る
と
い
っ
た
思
念
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
仏
教
文
学
の
発
想
や
存
在
論
と
か
か

わ
り
が
あ
る
の
と
、
多
分
同
じ
こ
と
で
あ
ろ
う
。

い
ま
こ
こ
で
私
は
存
在
論
を
問
題
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
考
え
て
み
た
い
の
は
﹁
読
書
に
つ
い
て
﹂
で
あ
る

が
、﹃
千
一
夜
物
語
﹄
を
ふ
と
思
い
出
し
た
の
は
、
か
つ
て
青
春
の
一
時
期
、
私
は
こ
の
物
語
の
発
想
に
近
い
読
書
の
仕
方
を
し

て
い
た
こ
と
の
あ
っ
た
の
を
想
起
し
た
か
ら
で
あ
る
。

一
時
、
痩
身
病
弱
だ
っ
た
こ
と
の
あ
る
私
は
、
暗
い
下
降
思
念
の
は
て
に
死
の
誘
惑
に
と
り
つ
か
れ
、
そ
れ
か
ら
逃
れ
る
た
め

に
手て

当あ
た

り
し
だ
い
に
書
物
を
読
ん
だ
も
の
だ
っ
た
が
、
そ
れ
が
何
か
確
実
な
、
具
体
的
認
識
を
う
る
た
め
と
い
う
よ
り
は
、
＊
パ

ス
カ
ル
の
言
う
︿
悲
惨
な
る
気き

晴ば
ら

し
﹀
に
近
か
っ
た
た
め
に
、
逆
に
一
冊
の
書
物
を
読
ん
で
い
る
過
程
で
の
思
念
の
動
き
は
、
あ

た
か
も
﹃
千
一
夜
物
語
﹄
の
よ
う
に
、
一
つ
の
瘤こ

ぶ

の
上
に
ま
た
一
つ
瘤
が
出
来
る
と
い
っ
た
気
ま
ま
な
膨
脹
を
し
た
。

当
時
友
人
の
一
人
に
一
冊
の
書
物
を
読
み
き
れ
ば
、
そ
の
理
解
し
た
と
こ
ろ
を
見
事
に
要
約
し
て
み
せ
ね
ば
や
ま
な
い
︿
要
約

魔
﹀
が
い
て
、
電
車
の
中
や
街
頭
で
彼
の
的
確
精
密
な
要
約
を
聞
き
な
が
ら
、（

2
）

し
ば
し
ば
自
分
の
読
書
の
仕
方
に
対
す
る
あ

る
後
ろ
め
た
さ
の
念
に
お
そ
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。﹁
あ
の
本
を
読
ん
だ
か
﹂
と
聞
か
れ
、
噓う

そ

で
は
な
く
読
ん
だ
記
憶
が
あ
っ
て
、

﹁
あ
あ
﹂
と
答
え
る
の
だ
が
、
想
念
を
刺し

戟げ
き

さ
れ
た
部
分
や
、
小
説
な
ら
ば
作
中
人
物
の
あ
る
造
形
に
共
感
を
伴
う
イ
メ
ー
ジ
は

あ
る
の
だ
が
、
ど
う
し
て
も
そ
の
友
人
が
し
て
み
せ
る
よ
う
に
は
、
内
容
を
整
然
と
紹
介
し
た
り
説
明
し
た
り
で
き
な
い
の
だ
っ

た
。
後
年
、
生
活
の
糧
を
う
る
べ
く
某
新
聞
の
無
記
名
書
評
を
担
当
し
た
り
し
て
い
た
時
、
必
要
上
、
そ
う
し
た
技
術
も
身
に
つ

け
た
が
、
当
時
に
は
、
ど
う
も
そ
の
気
に
は
な
れ
ず
、
ま
た
周
囲
に
あ
る
事
柄
に
関
し
て
及
び
が
た
い
人
物
が
い
る
と
、
却か

え

っ
て

逆
の
性
質
を
増
長
さ
せ
て
し
ま
う
交
友
心
理
も
は
た
ら
い
て
か
、
私
は
ま
す
ま
す
妄
想
的
読
書
に
の
め
り
込
ん
で
い
っ
た
。
や
が

て
病
は
昂こ

う

じ
、
一
つ
の
思
念
や
想
像
が
刺
戟
さ
れ
た
時
に
は
、
そ
の
思
念
や
想
像
の
が
わ
に
身
を
委
ね
て
、
あ
え
て
一
つ
の
書
物

を
早
急
に
読
み
切
る
こ
と
に
執
着
し
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
あ
げ
く
の
果
て
に
は
、
人
が
死
ぬ
の
は
、
疾
病
や
過
労
に
よ
っ
て
肉

体
的
生
命
が
涸こ

渇か
つ

す
る
か
ら
で
は
な
く
、
想
像
の
世
界
が
縮
小
し
消
失
し
た
時
、
な
に
も
の
か
に
殺
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
私ひ

そ

記
述
式
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の
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実
践
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次
の
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よ
。
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か
な
確
信
す
ら
懐い

だ

く
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

（
3
）

こ
れ
は
む
ろ
ん
読
書
の
態
度
と
し
て
は
、
い
わ
ば
︿
邪
読
﹀
で
あ
っ
て
、
読
書
は
ま
ず
＊
即
自
有
と
し
て
の
自
己
を
一
た
ん

無
に
し
て
、
他
者
の
精
神
に
接
す
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
確
実
な
、
あ
る
い
は
体
系
的
な
知
識
を
身
に
つ
け
る
た
め
に

読
む
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
る
。
ま
た
客
観
的
精
神
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
し
た
過
程
を
経
な
け
れ
ば
形
成
さ
れ

ず
、
ま
た
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
認
識
と
実
践
の
統
一
と
い
う
美
し
い
神
話
も
成
り
立
た
な
い
。

し
か
し
す
べ
て
邪

よ
こ
し
まな

る
も
の
に
は
、
悪
魔
的
魅
力
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
常
に
正
し
く
健
全
で
あ
り
続
け
る
こ
と
は
、
お
そ

ら
く
は
索
漠
と
し
て
淋さ

び

し
い
も
の
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
あ
る
領
域
に
関
し
て
長
ず
る
た
め
の
唯
一
の
方
法
は
、
半
ば
無
自
覚
に
そ
れ
に
耽た

ん

溺で
き

す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

中
庸
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
晩
年
の
理
想
に
す
ぎ
な
い
。
読
書
に
関
し
て
も
ま
た
同
じ
。
厠か

わ
や

の
中
で
何
か
読
み
は
じ
め
た
た
め
に

厠
か
ら
出
る
の
を
忘
れ
、
飯
を
食
っ
て
い
る
間
ぐ
ら
い
、
考
え
ご
と
を
す
る
の
を
や
め
な
さ
い
と
両
親
に
さ
と
さ
れ
て
も
、
生
返

事
を
し
て
あ
い
変か

わ

ら
ず
妄
想
し
、
な
お
さ
っ
き
の
続
き
を
読
ん
で
い
る
と
い
っ
た
耽
溺
が
な
け
れ
ば
、
な
ん
ら
か
の
認
識
の
受
肉

は
あ
り
え
な
い
と
い
う
気
が
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
客
観
的
精
神
が
あ
る
時
期
に
芽
ば
え
育
つ
こ
と
と
は
必
ず
し
も
矛
盾
し
な

い
。あ

え
て
︿
邪
読
﹀
に
つ
い
て
書
き
つ
づ
け
れ
ば
、
こ
う
し
た
耽
溺
の
あ
と
に
は
必
ず
︿
忘
却
﹀
が
や
っ
て
く
る
。
何
を
読
ん
だ

の
だ
っ
た
か
、
題
名
の
記
憶
は
あ
り
な
が
ら
も
そ
の
内
容
の
痕こ

ん

迹せ
き

が
ほ
と
ん
ど
残
ら
ず
、
あ
た
か
も
そ
の
時
間
が
無
駄
で
あ
っ
た

よ
う
に
印
象
さ
れ
る
。
読
ん
だ
内
容
を
可
能
な
限
り
記
憶
に
と
ど
め
て
い
る
べ
き
学
問
的
読
書
や
実
務
型
の
読
書
、
あ
る
い
は

次
の
実
践
や
宣
伝
の
武
器
と
し
て
も
、
章
句
を
記
憶
に
と
じ
こ
め
て
お
く
べ
き
行
動
型
の
読
書
か
ら
言
っ
て
も
、
こ
の
︿
忘
却
﹀

は
、
は
な
は
だ
し
く
迂う

遠え
ん

で
あ
る
。
せ
っ
か
く
読
ん
で
忘
れ
て
し
ま
う
く
ら
い
な
ら
読
ま
な
い
方
が
ま
し
、
と
も
言
え
る
。
だ
が

し
か
し
、（

4
）

そ
の
︿
忘
却
﹀
に
も
、
意
味
が
あ
る
と
私
は
言
い
た
い
気
も
す
る
。

こ
れ
は
経
験
的
に
確
か
な
こ
と
と
し
て
言
え
る
と
思
う
が
、
も
し
創
造
的
読
書
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
必
ず

こ
の
忘
却
を
一
つ
の
契
機
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

か
つ
て
＊
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
が
思
考
な
き
多
読
の
弊
害
を
説
き
、
＊
ニ
イ
チ
ェ
が
文
献
学
者
か
ら
哲
学
者
へ
の
転
身
に
、

そ
の
︿
忘
却
﹀
の
契
機
を
積
極
的
に
生
か
し
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
に
属
す
る
が
、
ま
こ
と
読
書
は
各
自
の
精
神
の
濾ろ

過か

器
を
経

て
、
そ
の
大
部
分
が
少す

く
な

く
と
も
顕
在
的
な
意
識
の
上
か
ら
は
、
一
た
ん
消
失
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
精
神
に
自
立
と
い

う
も
の
は
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

も
の
ご
と
は
す
べ
て
失
い
か
け
た
時
に
、
そ
の
こ
と
の
重
大
さ
を
意
識
す
る
。
い
ま
私
が
︿
邪
読
﹀
に
つ
い
て
し
る
す
の
も
、

率
直
に
言
え
ば
、
私
自
身
が
す
で
に
そ
の
︿
邪
読
﹀
の
条
件
を
大
は
ば
に
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
＊
職
業
上
の
読

書
、
下
調
べ
の
た
め
の
走
り
読
み
⋮
⋮
。
も
っ
と
も
書
物
と
縁
が
深
い
よ
う
で
、
少
し
心
を
許
せ
ば（

5
）

読
書
の
本
質
か
ら
遠
く

な
る
危
険
を
も
っ
た
生
活
が
、
お
そ
ら
く
私
に
か
つ
て
あ
っ
た
豊ほ

う

饒じ
ょ
うな

時
間
を
無
限
に
愛
惜
さ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
。

む
ろ
ん
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
な
お
︿
邪
読
﹀
は
︿
邪
読
﹀
で
あ
り
、
一
つ
の
読
書
の
あ
り
方
で
は
あ
り
得
て
も
、
他
の
読
書

の
あ
り
方
を
排
除
す
べ
き
権
利
も
理
由
も
な
い
。
む
し
ろ
、
人
の
顔
が
そ
れ
ぞ
れ
違
う
よ
う
に
、
無
限
に
多
様
な
読
書
の
態
度
が

あ
り
え
て
い
い
の
で
あ
る
。

一
冊
の
書
物
に
ほ
と
ん
ど
救
い
を
求
め
る
よ
う
に
し
て
接
す
る
求
道
型
の
読
書
、
具
体
的
な
生
活
上
の
知
識
や
知
恵
を
得
る
た

め
の
読
書
、
あ
る
い
は
無
目
標
な
し
か
し
存
在
の
奥
底
か
ら
の
渇
望
か
ら
発
す
る
読
書
等
々
。
各
人
が
そ
の
人
の
個
性
に
あ
っ
た

読
書
の
か
た
ち
を
造
り
出
せ
ば
い
い
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
人
生
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
誰
し
も
あ
れ
も
こ
れ
も
と
欲
し
、
理
想
は
さ
ま
ざ
ま
の
読
書
の
型
を
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生

の
時
期
に
経
過
す
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
ま
た
人
生
そ
の
も
の
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
人
は
一
つ
の
読
書
の
あ
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り
方
に
比
重
を
か
け
た
ま
ま
、
そ
の
生
を
終お

わ

ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
。 

（
高
橋
和
巳
「〈
邪
読
〉
に
つ
い
て
」
に
よ
る
）

（
語
注
） 

＊
『
千
一
夜
物
語
』
＝
『
千
夜
一
夜
物
語
』
や
『
ア
ラ
ビ
ア
ン
・
ナ
イ
ト
』
の
名
称
で
も
知
ら
れ
る
ア
ラ
ビ
ア
の
説
話
集
。

 

＊
パ 

ス
カ
ル
＝
フ
ラ
ン
ス
の
数
学
者
、
自
然
哲
学
者
、
神
学
者
（
一
六
二
三
〜
一
六
六
二
）。
遺
稿
集
『
パ
ン
セ
』
の
中
で
、
悲
惨
な
境
遇

を
考
え
る
こ
と
か
ら
意
識
を
そ
ら
す
こ
と
を
「
気
晴
し
」
と
呼
ん
で
い
る
。

 

＊
即 

自
有
＝
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
ヘ
ー
ゲ
ル
（
一
七
七
〇
〜
一
八
三
一
）
の
用
語
。「
即
自
存
在
」
と
も
い
い
、
他
者
と
の
関
係
に
よ
ら
ず
に
、

そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
す
る
も
の
。
以
下
の
本
文
に
あ
る
「
客
観
的
精
神
」、「
認
識
と
実
践
の
統
一
」
も
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
意
識
し

た
も
の
。

 

＊
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
＝
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
（
一
七
八
八
〜
一
八
六
〇
）。

 

＊
ニ
イ
チ
ェ
＝
ド
イ
ツ
出
身
の
文
献
学
者
、
哲
学
者
（
一
八
四
四
〜
一
九
〇
〇
）。

 

＊
職
業
上
の
＝
当
時
、
筆
者
は
大
学
で
中
国
文
学
を
講
じ
つ
つ
、
作
家
と
し
て
活
動
し
て
い
た
。

    問
1　

 

傍
線
部
（
1
）
は
ど
の
よ
う
な
発
想
法
か
、
説
明
せ
よ
。 

︵
編
集
部
注
:
解
答
欄
は

140
ミ
リ
×
10
ミ
リ
×
二
行
︶

問
2　

 

傍
線
部
（
2
）
に
つ
い
て
、
筆
者
が
﹁
あ
る
後
ろ
め
た
さ
﹂
を
感
じ
た
の
は
な
ぜ
か
、
説
明
せ
よ
。

 

︵
編
集
部
注
:
解
答
欄
は

140
ミ
リ
×
10
ミ
リ
×
三
行
︶

問
3　

 

傍
線
部
（
3
）
の
よ
う
に
筆
者
が
言
う
の
は
な
ぜ
か
、
説
明
せ
よ
。 ︵
編
集
部
注
:
解
答
欄
は

140
ミ
リ
×
10
ミ
リ
×
四
行
︶

問
4　

 

傍
線
部
（
4
）
の
よ
う
に
筆
者
が
言
う
の
は
な
ぜ
か
、
説
明
せ
よ
。 ︵
編
集
部
注
:
解
答
欄
は

140
ミ
リ
×
10
ミ
リ
×
四
行
︶

問
5　

 

傍
線
部
（
5
）
に
つ
い
て
、
筆
者
に
と
っ
て
の
﹁
読
書
の
本
質
﹂
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
本
文
全
体
を
踏
ま
え
て

説
明
せ
よ
。 

︵
編
集
部
注
:
解
答
欄
は

140
ミ
リ
×
10
ミ
リ
×
四
行
︶
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例題 2 - 2　記述式問題の解答実践

問
1

問
2

問
3

問
4

問
5


