
質

疑

鷹

答

l
l11
lI.一一l一tt∃
一.一1.一ー】
'11.-1一tI

開

ア
ル
プ
ス

山系
の

構造
を
概
説

せよ
(

文検
問
堪
)

答

和
曲
山
紋
の
兆
型
亡
君
放
さ
れ
41
ア
>;
T,
ス
山
系
は
敬
鵡
7
7
7
カ

爾
大
陸
塊
の
中
間
に
位
す
る
地
中
海
地
方
の

中
盤
代
海
中
に
椴
松
L
i
嘉

暦
が
節
三
組
.1
人
つ
て
か
ら
ア
フ
>
カ
の
伽
か
ら
触
ら
い
41側
族
力
に
よ

っ
て
梢
糾
し
て
脚
超
し
i1
も
り
で
あ
る
0

段
別
の
土
地
_ェ
英
閥
り
北
部
か
ら
ス
カ
ン
ヂ
ナ
ブ
イ
ア
に
適
宜
す
る
カ

レ
ド
ニ
ア
何
曲
系
+J
共
闘
南
部
俳
図
北
部
自
問
和
国
ラ
イ

ン
地
方
等
に
亙

ろ
ア
ル
毛
-
カ
印
曲
系
の
桐
山
獄
が
古
生
代
ま
で
に
-;
氷
て
､
そ
の
脚
超

し
て
破

壊
さ
れ
ii桁
.1ニ
中
地
代
の
海
が
ア
7
-
カ
洲
在
隔
て
～

ゐ
七
｡

･h

･>
ス
は
之
か
二
ア
イ
テ
イ
ス

T
hctys
梅
t,
呼
ん
だ
｡

此
が
所
謂

地
向

斜

G
eos)･ncrLn
al
で
め
っ
て
､
此
り
珊
長

い
侭
凹
に
沈
練
物
が
琳
節
で
ろ
ミ

非に
徐

々
に
沈
降
作
用
み
超
し
て
非
館
に
煙
い
唯
餅
原
和
辻
つ
iLO
飾
三

組
畔
代
り
初
期
ま
で
此
り
爾
作
用
が
鰐
出
し
て
火
山
僻
み
紡
成
す
る
材
料

が
払
ま
つ
た
り
で
あ
る
｡

中
盤
代
か
ら
班
.1
此
り
地
軸

.1こけ
俊
雄
湖
が
過
つ
ti
が
特
に
崩
哲
な
の

は
妨
三
組
中
米
以
彼
で
､
1)
レ

ネ1
､
7
ベ
ニ
ン
､
ゲ
ユ
ラ
､
カ
ル
パ
シ

ア
､
バ
ル
カ
ン
等
･,付
合
む
駄
洲

僻

地
の
譜
山

轍
_‡
何
れ
i
之

?)
略
は
同
時

ー二
軍

'ii
ら
北

へ
向
つ
た
側
遊
カ
_こ
よ
っ
て
稚
曲
し
て
榔
越
し

た

り

で
あ

る
､
故
_こ
此
等
か
組
指
し
て
ア
ル
プ
ス
櫓
曲
系
ミ
呼
ぶ
o
此
韓
の
州
税
の

多
-
が
弧
舵
に
轡
t
J
て
ゐ
ろ
の
は
此
の
治
山
力
の
炎
つ
七
方
向
の
そ
ら

川
野
の
側
か
ら
で
あ
る
,
]ミ
松
語
っ
て
ゐ
ろ
｡

純

銀

そ
の
柵
迫
を
細
動
す
れ
ば
頗
る
複
雑
な
極
め
､
水
平
に
班
い
断
層
固
.i

的
ふ
て
外
側
に
向
つ
て
と
り
上
っ
た
迎
新
暦
即
ち
,.u
上
新
修

O
verth
m
st

が
非
常
に
多
-
､
追
か
に
南
方
に
松
在
持
つ
+i
背
斜
暦
が
獅
-
偏
平
に
な

っ
て
､
よ

り
新
ら
し
い
北
方
の
独
修
の
上
に
敢
碓
し
て
所
謂
被
窃
摺
曲

I)eck
･fltten
を
成
し
L
L底
が
多
い
｡

ア
ル
プ
ス
自
負
に
過
つ
i
L
こ
の
欄
曲
作
用
は
既
存
G
l甘
山
塊
i1
品
仰
囲

中
央
高
原
で
す
-
ヂ
ユ
､
シ
ユ
y
ル
タ
ク
ル
ド
､
肘
へ
"(
ア
¢
鰭
前
固
地

F
ore･ktrld
s
に
妨
げ
ら
れ
て
之
に
対
し
て
晦
鰭
に
打
ち
上
げ
ろ
汝
の
加
-

轡
屈
し
iIi曲
級
か
拭
い
て
ゐ
ろ
｡

又
L
i此
の
欄
曲
系
の

政
J
幅
の
縫
い
虞
H_
ヵ

i;
(
I
y
ア
ミ

ヂ
ナ
リ

ア
､
ア
ル
プ
ス
の
間
で
､此
G
t南
側
り
ア
ド
Ⅴ
ア
梅
に
向
ひ
南

に
相
野
み
向

け
L
i
ヂ
ナ
リ
ア
､
ア
ル
プ
ス
の
知
音
は
反
封
の
方
向
に
柏
曲
L
i1
形
で
あ

る
が
､
是
ti
立
yJ
し
て

北
に
向
つ
た
地
向
斜
滞
り
堀
越
す
る
に
常
つ
て
､

そ
り

基
側
の
部
分
が
辿
.1二
院
力
の
兆
た
方
向
に

,u
リ
上
つ
+
L
も
り
で
あ

る
0ア

ル

プ
ス
の
秘
法
に
捌
す
る
研
究
は
最
近
五
十
年
間
に
数
多
の
聾
者
の

研
究
が

あ
っ
て
､
衆
祝
紛
々
今
も
蹄
潜
す
ろ
所
在
知
ら
ぬ
服
腰
で
あ
ろ
が
､

俳
団
べ
>̂
･L
ヲ
ン

M
nrcet
好
rtran
d

6
1喝
へ
L
i,u
上
断
潜
り
桃
造
だ
け

は
野
-
床

新
し
大
輔
田
の
ハ
イ
ム
な
'･,)も
柊
に
周
服
し
て
今
は

一
般
に

承

放

さ
れ
て
ゐ
ろ
.

此
の
問
題
み
明
縦
に
親
解
す
る
参
考
沓
･rJ
し
て
は
大
抵
6
1新
ら
し
い
駄

文
地
質
韓
駄
科
啓
.1
多
少
TJ
J
あ
る
が
､
就
中
単
行
本
で
Tpm
es
G
e
il{LC
:

M
oun
tains,
th
eir
orig
i･1,
g
-OW
tll
llld
d
ecly

の
ア
ル
プ
ス
に
鵬
す
る

部
分
_王
政
も
親
切
で
､
瑞

塊

等
の
混
虻
の
恨
克
祝
を
放
列
し
て
は
わ
れ
が

究

･

九
九



地

域

軸
現
車
帝
ら
班
別
で
ろ
に
は
恰

好
の
も
の
写
し
て
抑
炎
で
ろ
｡
邦
文
で
は

例
り
辻
村
伐
り
地
形
撰
(
1
七
二
～

}
八
四
､
二
七
五
-
三
〇
二
)
み
見
れ

ば
よ
-
､
特
に
摺
仙
山
練
り
梓
迫

田
が
滞
山
収
せ
t･'み
ろ
O
怖
血
竺
毅
.i

衆
跳

ね
紹
介
せ
ん
tJ
L
た
り
で
､
或
は
観
察
替
わ
し
て
多
岐

に
払
_ェ
し
め

ろ
か
J
知
れ
ね
か
ら
柵
試
み
鞘
す
る
O
(
小
川
)

開

押
路
銀
道

(
文
政
閉
域
)

省

.e
は
河
南
省
開
封
府

(
古

へ
作
東
,,)
い
つ
ii
)
か
ら
絡
即
古

へ
の
洛

陽
､
今
の
河
摘
府
ま
で

官
四
十
四
卿
､
中
流
り
鄭
州
で
京
快
蝕
三
父
叉
す

る
､

l
九
〇
四
年
(
明
治
三
十
七
年
)
上
海
に
て
戟
蹄
大
任
盛
宜
悦
子
白
井

鴎
シ

ン
ダ

ダ
ー
t
.rJ
6
1間
_ニ
締
約
せ
る
契
約
に
ょ
:
詔
ジ
ン
ヂ
ダ
ー
t
が

敷
設
L

一
九

〇
五
年
前
車
､
開
封
郷
州
間
が

7
九
C
七
年

L'
月
､

鄭
州
洛

陽
間
が

1
九

10
年

1
月
に
開
通
し
た
､
其
後
民
闘
元
年
11
窒
=
陀
秦
環

泊
5
.浩
借
款
喝

約
成
立
-
､
米
機
抱
も
巽
中
に
入
っ
て
梅
州
(
江
粥
衝
)
叉

は
悔
門
よ
り
徐
州
､
開
封
に
達
し
洛
陽
か
ら
閉
り
方
四
安
､
控
州
在
へ
て

骨
相
竹
筒
州
に
迂
せ
ん
.,,す
る
班
長

7
千
日
九
十
七
即
､
支
那
構
断
6
二

大
粋
紙
な
つ
-
ろ
計
捌
trs
-
6
1で
あ
る
､
で
現
在
は
沖
か
ら
来
し
て
7徐
州

に
托
し
(
宵
七
十
二
岬
)
こ
ゝ
に
て
紳
輔
鍬
三
光
叉
の
上
記
ら
に
帯
紙
丈
で

S
来
た
竿
で
あ
る

こ
の
間
私
印
終
末
路
亡
も
い
ひ
､
悔
州
か
ら
.LZ
紅
絹
ま

で
み
松

前

軸
1,SL=
江
か
ら
徐
州
ま
で
み
徐
,S
､徐
州
か
ら
さ
rO
か
開
徐
級
tJ

耶
す
る
､
支
那
の
概
泣
は
か
や
-
に
名
桐
が
多
い
の
で
覚
ま
に
-
い
O

次
に
路
陵
か
ら
西
t
P
抑
絡
田
路
だ
糾
し
旦
L
隣
州
ヰ
Sで
宵
六
十
叩
日

米
上
っ
て
ゐ
ろ
､
も
少
し
で
紐
閲
に
達
し
､
そ
り
さ
き
緋
鰯
か
ら
西
安
､

即
古
へ
の
長
安
ま
で
七
十
六
哩
｡
長
安
か
ら
槻
州
ま
で
田
淵
放
､
凹
官

桝

は
非
.1こ
来
成
組
で
あ
る
0

節
四
懲

第

7
沸

l
C
O

叫00

茄
河
の
水
路
に
血
行
せ
る
も
ら
で
古
い
邸
で
あ
っ
1

.i｡印､
洛
及
長
安

払
超
ね
ろ
東
嬰
距
で
あ
る
が
､
儲
州
印
古

へ
の
隠
州
か
ら

､妃
に
新
猛

へ

ミ
故
鑑
が
う
-
な
ら
ば
､
支
那
望
父
油
系
統
上
利
付
す
べ
JY,大
枠
紬
に
な

ち
-
り
で
あ
る
｡
日
下
縦
断
組
に
は
京
撰
､
津
浦
の
二
大
沖
が
み
ろ
､
‥

れ
払
拭
斯
す
る
雌
T
の
特
級
で
あ
る
か
ら
､

一
口
も
単
-
始
成
せ
ん
=
亡

も
祈
る
､
現
に
J
Jの
軌
道
の
借
款
盤
億
閲
の
E
細
に
速
L
L/
ゐ
て
､
真
だ

不
足
ら
し
い
の
が
残
念
に
思
_ェ
れ
ろ
｡
(
疎
m
)

閏

教

頭

河

(
文
政
閏
砥
)

答

之
は
地
樹
無
し
に
_工
啓

へ
ら
れ
よ
せ
伯
が
辻
村
氏
地
形
畢
節
五
四
貫

に
河
の
方

向
､
申
密
の
二
節
,1
亙
っ
て
説
明
し
て
あ
り
ま
す
洩
り
A
B
二

つ
の
河
が
あ
っ
て
各

一
支
流
ね
流
出
し
て
間
に
分
水
鮎
払
挑
む

Lヾ
で
ろ
｡

然
ろ
時

Z
労
り
A
河
が
､
よ
り
払
い
揮
地
力
私
有
す
る
か
､
成
代
低
い
位

散
在
流
れ
ろ
1J
か
り原
因
_こ
よ
っ
て

(
そ
れ
は
勿
論
北
ハの
阿
り
底
在
な
す

抽
出
仙布
石
の
硬
炊
如
何
に
よ
る
の

で
あ
る

が
)
A
河
の
支
流
は
次
節

に
由
己
の
絹
城
払
拭
粧
し
て
行
-

段
々
静
が
汎
-
な
る
～JP3
河
ミ
り

分
水
鮎
が
次
節
.1
E3
の
本

流
に
旺

-
移
翻
し
て
其
移
脚
が
速
に
Gq
の

本
流
.1二
速
す
る
ミ
Pq
が

今
旗
は
A

の
方

へ
流
れ
て
､
今
造
り
FG
の
F
･

城
代
所
謂
栽
預
も
L
-
は
斬
首
に

茂
つ
i-l形
_こ
な
る
O
之
私
河
の
轡

奪
ま
い
ふ
､
独断
按
す
る
二
つ
の
河



り
離
域
が
支
沌
り
す
べ
て

に
関
し
て
摺
他
力
が
平
均

し
て
ゐ
な
い
揚
骨
_こ
於
て

巡
り
-
ち
-
G
lで
あ
る
､

阿
り
辞
聾
に
関
し
て
政
和

に
こ
り
B
eh
ead
ed
R
iver

.fJ
云
ふ
名
和

つ
け
L
i
の
t

D
al
i.S
で
あ
る
が
こ
り
朔

の
好
組
側
は
仰
閲
の

E
eu･e･e
川
が
菅
は
其
上
が

M
oSd
le
川
私
有
L
t･}
ぬ

た
の
.1

T
o
tl.I
の
池

か
ら
'p
-
せ
か
河
の
支
流
E)
i
i

め
.1こ
耽
ら
れ
i1
の
や

(
餅

l
田
象

限
)

V
m
lis
の
説
明
し
L
i北
国
パ
ー
･h
ニ
ア
州
の
東
部
山
地

北
田
南
に
糾
曲
が
み
ろ
中

ね
加
数
り
併
行
の
谷
が
耽
れ
て
ゐ
為
所
で
射
rl

V･
タ
グ
川
の
支
流

Sh
en=and
.ah
の
摺
触
り
カ
が
孤
か
つ
i1
滞
め
に
).jCa･

v
crd
U
m

C
reek

句
碑
み
粥

つiL知
音

(節
二
聞
及
三
回
)
=
れ
で
あ
る

我
陶
で
は‡
大
利
河
内
の
図

班
水
越
帖
の
附
正
で
､
小

川
で
は
あ
る
が
､
御
所
町

の
方

へ
流
れ
ろ
替
払
､
河

内
の
陶
の
方

へ
潜
ひ

Q･J
ら

ん
そ
し
て
わ
あ
形
砂
が
わ

あ
｡
長
門
峡
の
も

一
つ
の

例
であ
る
が
火
山
作
用
で

砕
利
野
川
を
糊
田
河
_こ
し
た
1･
見
れ
ば
見
ら
ろ
ゝ
､
附
阿
み
見
て
考
へ
て

下
さ
い
｡
(F
)

雑

報

開

親
政
6
1蒔
嵯
托
太
陽
暦
よ
り
も
太
降
臨
に
食
致
す
其
孤
由
ね
悶
ふ
ー

低
暦
に
閏
が
め
る
9,番
地
与
が
甚
L
-
碍
い
本
年
な
ど
四
月
に
閏
が
あ

っ
i11の
で
埠
か
つ
ii
､
陰
暦
り
ガ
が
よ
-
令
ふ
､
l
Jの
投
出
11

い
か
ゞ

で
す
か
.
(
細
島
臓
悦
田
桐
靭
)

沓

本
邦
に
於
て
任
用
ぜ
ら
ろ
ゝ
肇
暦
は
､
陰
暦
1J榊
す
る
け
れ
.,/)も
J.

其
班
純
粋
の
太
陰
暦
で
な
い
O
陰
陽
折
中
の
1
種
の
陰
陽
暦
で
あ
る
､
即

ち

1
ケ
月
に
太
陰
の
朔
望
み
遊
戯
ミ
し
て
ゐ
る
け
S;
･JJも
､
銘
肝
は
太
陽

の
求
道
上
に=
放
け
る
低
位
に
依
っ
て
決
定
さ
れ
る
か
ら
月
の
数

へ
オ
ー‡
太

陽
の
捉
行
な
考
慮
し
て
配
位
し
て
ゐ
ろ
=
ま
ね
忘
れ
て
は
L･{
ら
ぬ
､
地
上

の
気
組
の
源
泉
t･i
太
附
で
あ
る
､
太
陽
G
l捉
行

_こつ
れ
て

一
回
蹄
年
三
甘

六
十
五
日
飴
聖

一十
四
等
介
し
て
､
気
組
に
温

常L
i1
翁
な
つ
け
て
､
之

み
二
十
四
印
ま
で
ろ
､
こ
れ
が
奮
暦
の
鹿
家
_こ
党
縦
さ
れ
ろ
塵
の
窺
倣
G
l

国
分
で
､
立
春
､
雨
水
､
啓
型
､
春
分
､
糾
明
､
収
納
､
立
夏
､
小
満
ー

ど
輝
､
夏
至
､
小
暑
､
大
暑
､
立
秋
p
庭
番
､
自
詔
､
秋
分
､
曝
露
､
霜

降
ー
立
冬
､
小
壁
ー
大
鍵
､
冬
至
､
小
琴
ー
大
琴
な
ろ
布
桝
み
附
け
る
､

而
し
て
立
春
､
立
夏
､
立
秋
ー
立
冬
み
以
て
凹
挙
の
始
1J
L
､
立
申
在
韓

の
始
b
･L
J.
同
時
.1こ
正
月
節
寸}
す
る
､
雨
水
払
正
月
申
寸Jす
る
.
啓
舘
ね

こ
月
館
､
春
分
聖

l月
中
1J
で
ろ
､
か
-
て
収
に
節
宮
中
ミ
わ
定
め
て
､

丁
頗
月
り
.BB
行
､
即

1
新
月
よ
り
次
の
新
月
ま
で
の
1
ケ
月
の
間
に
立
春

申
‥が
入
る
ミ
そ
り
月
払
正
月
YJ呼
び
､
啓
介
が
あ
れ
ーで
二
月
ま

いふ
穀

雨
が
あ
れ
ば
三
月
､
小
減
が
あ
れ
ば
四
月
､
題
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