
問
題 

次
の
⽂
章
を
読
み
︑
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
︒︵
解
答
は
解
答
⽤
紙
に
書
き
な
さ
い
︶ 

  

あ
る
⽇
の
暮
⽅
の
事
で
あ
る
︒
⼀
⼈
の
下
⼈

げ
に
ん

が
︑
羅
⽣
⾨
の
下
で
⾬
や
み
を
待
ỵ
て
い
た
︒ 

 

広
い
⾨
の
下
に
は
︑
こ
の
男
の
ほ
か
に
誰
も
い
な
い
︒
た
だ
︑
所
々
丹
塗

に
ぬ
り

の
剥は

げ
た
︑
⼤
き
な
円
柱

ま
る
ば
し
ら

に
︑①
蟋
蟀
が
⼀
匹
と
ま
ỵ
て

い
る
︒
羅
⽣
⾨
が
︑
朱
雀

す
ざ
く

⼤
路

お
お
じ

に
あ
る
以
上
は
︑
こ
の
男
の
ほ
か
に
も
︑
⾬
や
み
を
す
る
市
⼥

い
ち
め

笠が
さ

や
揉も

み
烏
帽
⼦

え

ぼ

し

が
︑
も
う
⼆
三
⼈
は

あ
り
そ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
︑
こ
の
男
の
ほ
か
に
は
誰
も
い
な
い
︒ 

 

何
故
か
と
云
う
と
︑
こ
の
⼆
三
年
︑
京
都
に
は
︑
地
震
と
か
辻
⾵

つ
じ
か
ぜ

と
か
⽕
事
と
か
饑
饉

き
き
ん

と
か
云
う
災

わ
ざ
わ
い

が
つ
づ
い
て
起
ỵ
た
︒
そ

こ
で
洛
中

ら
く
ち
ỷ
う

の
さ
び
れ
⽅
は
⼀
通
り
で
は
な
い
︒
旧
記
に
よ
る
と
︑
仏
像
や
仏
具
を
打
砕
い
て
︑
そ
の
丹に

が
つ
い
た
り
︑
⾦
銀
の
箔は

く
が

つ
い
た
り
し
た
⽊
を
︑
路
ば
た
に
つ
み
重
ね
て
︑
薪た

き
ぎ

の
料し

ろ
に
売
ỵ
て
い
た
と
云
う
事
で
あ
る
︒
洛
中
が
そ
の
始
末
で
あ
る
か
ら
︑
羅

⽣
⾨
のア
シ
ἁ
ウ
リ
な
ど
は
︑
元
よ
り
誰
も
捨
て
て
顧
る
者
が
な
か
ỵ
た
︒
す
る
と
そ
の
荒
れ
果
て
た
の
を
よ
い
事
に
し
て
︑
狐こ

狸り

が

棲す

む
︒
盗
⼈

ぬ
す
び
と

が
棲
む
︒
と
う
と
う
し
ま
い
に
は
︑
引
取
り
⼿
の
な
い
死
⼈
を
︑
こ
の
⾨
へ
持
ỵ
て
来
て
︑
棄
て
て
⾏
く
と
云
う
習
慣

さ
え
出
来
た
︒
そ
こ
で
︑②
⽇
の
⽬
が
⾒
え
な
く
な
る
と
︑
誰
で
も
気
味
を
悪
る
が
ỵ
て
︑
こ
の
⾨
の
近
所
へ
は
⾜
ぶ
み
を
し
な
い
事

に
な
ỵ
て
し
ま
ỵ
た
の
で
あ
る
︒ 

 

そ
の
代
り
ま
た
鴉か

ら
す

が
ど
こ
か
ら
か
︑
た
く
さ
ん
集
ỵ
て
来
た
︒
昼
間
⾒
る
と
︑
そ
の
鴉
が
何
⽻
と
な
く
輪
を
描
い
て
︑
⾼
い
鴟し

尾び

の
ま
わ
り
を
啼
き
な
が
ら
︑
⾶
び
ま
わ
ỵ
て
い
る
︒
こ
と
に
⾨
の
上
の
空
が
︑
⼣
焼
け
で
あ
か
く
な
る
時
に
は
︑
そ
れ
が
胡
⿇

ご

ま

を
ま

い
た
よ
う
に
は
ỵ
き
り
⾒
え
た
︒鴉
は
︑勿
論
︑⾨
の
上
に
あ
る
死
⼈
の
⾁
を
︑
啄つ

い
ば

み
に
来
る
の
で
あ
る
︒︱
︱
も
ỵ
と
も
今
⽇
は
︑

刻
限

こ
く
げ
ん

が
遅
い
せ
い
か
︑
⼀
⽻
も
⾒
え
な
い
︒
た
だ
︑
所
々
︑
崩
れ
か
か
ỵ
た
︑
そ
う
し
て
そ
の
崩
れ
⽬
に
⻑
い
草
の
は
え
た
⽯
段
の

上
に
︑
鴉
の
糞ふ

ん
が
︑
点
々
と
⽩
く
こ
び
り
つ
い
て
い
る
の
が
⾒
え
る
︒
下
⼈
は
七
段
あ
る
⽯
段
の
⼀
番
上
の
段
に
︑
洗
い
ざ
ら
し
た

紺
の
襖あ

お
の
尻
を
据
え
て
︑
右
の
頬
に
出
来
た
︑
⼤
き
な③
⾯
皰
を
気
に
し
な
が
ら
︑
ぼ
ん
や
り
︑
⾬
の
ふ
る
の
を
眺
め
て
い
た
︒ 

 
 

Ⅰ 

は
さ
ỵ
き
︑﹁
下
⼈
が
⾬
や
み
を
待
ỵ
て
い
た
﹂
と
書
い
た
︒
し
か
し
︑
下
⼈
は
⾬
が
や
ん
で
も
︑
格
別
ど
う
し
よ
う
と
云

う
当
て
は
な
い
︒
ふ
だ
ん
な
ら
︑
勿
論
︑
主
⼈
の
家
へ
帰
る
可
き
筈
で
あ
る
︒
所
が
そ
の
主
⼈
か
ら
は
︑
四
五
⽇
前
に
暇
を
出
さ
れ

た
︒
前
に
も
書
い
た
よ
う
に
︑
当
時
京
都
の
町
は
⼀
通
り
な
ら
ず
衰
微

す
い
び

し
て
い
た
︒
今
こ
の
下
⼈
が
︑
永
年
︑
使
わ
れ
て
い
た
主
⼈

か
ら
︑
暇
を
出
さ
れ
た
の
も
︑
実
は
こ
の
衰
微
の
⼩
さ
な
余
波
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
だ
か
ら
﹁
下
⼈
が
⾬
や
み
を
待
ỵ
て
い
た
﹂
と

云
う
よ
り
も
﹁
⾬
に
ふ
り
こ
め
ら
れ
た
下
⼈
が
︑
⾏
き
所
が
な
く
て
︑
途
⽅
に
く
れ
て
い
た
﹂
と
云
う
⽅
が
︑
適
当
で
あ
る
︒
そ
の

上
︑
今
⽇
の
空
模
様
も
少
か
ら
ず
︑
こ
の
平
安
朝
の
下
⼈
の Sentim

entalism
e 

に
影
響
し
た
︒
申さ

る
の
刻こ

く
下さ

が
り
か
ら
ふ
り
出
し
た
⾬

は
︑
い
ま
だ
に
上
る
け
し
き
が
な
い
︒
そ
こ
で
︑
下
⼈
は
︑
何
を
お
い
て
も
差
当
り
明
⽇

あ

す

の
暮
し
を
ど
う
に
か
し
よ
う
と
し
て
︱
︱

云
わ
ば
ど
う
に
も
な
ら
な
い
事
を
︑
ど
う
に
か
し
よ
う
と
し
て
︑
と
り
と
め
も
な
い
考
え
を
た
ど
り
な
が
ら
︑
さ
ỵ
き
か
ら
朱
雀
⼤

路
に
ふ
る
⾬
の
⾳
を
︑
聞
く
と
も
な
く
聞
い
て
い
た
の
で
あ
る
︒ 

 

⾬
は
︑
羅
⽣
⾨
を
つ
つ
ん
で
︑
遠
く
か
ら
︑
ざ
あ
ỵ
と
云
う
⾳
を
あ
つ
め
て
来
る
︒
⼣
闇
は
次
第
に
空
を
低
く
し
て
︑
⾒
上
げ
る

と
︑
⾨
の
屋
根
が
︑
斜
に
つ
き
出
し
た
甍い

ら
か

の
先
に
︑
重
た
く
う
す
暗
い
雲
を
⽀
え
て
い
る
︒ 

︻
参
考
︼
国
⽂
学
科 

昨
年
度
問
題 

※
昨
年
度
の
試
験
問
題
で
す
︒ 



 
ど
う
に
も
な
ら
な
い
事
を
︑
ど
う
に
か
す
る
た
め
に
は
︑
⼿
段
を
選
ん
で
い
る
遑い

と
ま

は
な
い
︒
選
ん
で
い
れ
ば
︑
築
⼟

つ
い
じ

の
下
か
︑
道

ば
た
の
⼟
の
上
で
︑
饑
死

う
え
じ
に

を
す
る
ば
か
り
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
︑
こ
の
⾨
の
上
へ
持
ỵ
て
来
て
︑
⽝
の
よ
う
に
棄
て
ら
れ
て
し
ま
う

ば
か
り
で
あ
る
︒選
ば
な
い
と
す
れ
ば
︱
︱
下
⼈
の
考
え
は
︑何
度
も
同
じ
道
を
低
徊

て
い
か
い

し
た
揚
句

あ
げ
く

に
︑や
ỵ
と
こ
の
局
所
へ
逢
着

ほ
う
ち
Ỷ
く

し

た
︒
し
か
し
こ
の
﹁
す
れ
ば
﹂
は
︑
い
つ
ま
で
た
ỵ
て
も
︑
結
局
﹁
す
れ
ば
﹂
で
あ
ỵ
た
︒
下
⼈
は
︑
⼿
段
を
選
ば
な
い
と
い
う
事

を
肯
定
し
な
が
ら
も
︑
こ
の
﹁
す
れ
ば
﹂
の
か
た
を
つ
け
る
た
め
に
︑
当
然
︑
そ
の
後
に
来
る
可
き
﹁
盗
⼈
に
な
る
よ
り
ほ
か
に
仕

⽅
が
な
い
﹂
と
云
う
事
を
︑
積
極
的
に
肯
定
す
る
だ
け
の
︑
勇
気
が
出
ず
に
い
た
の
で
あ
る
︒ 

 

下
⼈
は
︑
⼤
き
な
嚔く

さ
め

を
し
て
︑
そ
れ
か
ら
︑
⼤
儀

た
い
ぎ

そ
う
に
⽴
上
ỵ
た
︒
⼣
冷
え
の
す
る
京
都
は
︑
も
う
⽕
桶

ひ
お
け

が
欲
し
い
ほ
ど
の
寒

さ
で
あ
る
︒
⾵
は
⾨
の
柱
と
柱
と
の
間
を
︑
⼣
闇
と
共
に
遠
慮
な
く
︑
吹
き
ぬ
け
る
︒
丹
塗
の
柱
に
と
ま
ỵ
て
い
た
蟋
蟀
も
︑
も
う

ど
こ
か
へ
⾏
ỵ
て
し
ま
ỵ
た
︒ 

 

下
⼈
は
︑
頸く

び
を
ち
ぢ
め
な
が
ら
︑
⼭
吹

や
ま
ぶ
き

の
汗
袗

か
ざ
み

に
重
ね
た
︑
紺
の
襖
の
肩
を
⾼
く
し
て
⾨
の
ま
わ
り
を
⾒
ま
わ
し
た
︒
⾬
⾵
の
患う

れ
え

の
な
い
︑
⼈
⽬
に
か
か
る
惧お

そ
れ

の
な
い
︑
⼀
晩
楽
に
ね
ら
れ
そ
う
な
所
が
あ
れ
ば
︑
そ
こ
で
と
も
か
く
も
︑
夜
を
明
か
そ
う
と
思
ỵ
た

か
ら
で
あ
る
︒
す
る
と
︑
幸
い
⾨
の
上
の
楼
へ
上
る
︑
幅
の
広
い
︑
こ
れ
も
丹
を
塗
ỵ
た
梯
⼦

は
し
ご

が
眼
に
つ
い
た
︒
上
な
ら
︑
⼈
が
い

た
に
し
て
も
︑ど
う
せ
死
⼈
ば
か
り
で
あ
る
︒下
⼈
は
そ
こ
で
︑腰
に
さ
げ
た
聖
柄

ひ
じ
り
づ
か

の
太
⼑

た

ち

が
鞘
⾛

さ
や
ば
し

ら
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
な
が

ら
︑
藁わ

ら
草
履

ぞ
う
り

を
は
い
た
⾜
を
︑
そ
の
梯
⼦
の
⼀
番
下
の
段
へ
ふ
み
か
け
た
︒ 

 

そ
れ
か
ら
︑
何
分
か
の
後
で
あ
る
︒
羅
⽣
⾨
の
楼
の
上
へ
出
る
︑
幅
の
広
い
梯
⼦
の
中
段
に
︑
⼀
⼈
の
男
が
︑
猫
の
よ
う
に
⾝
を

ち
ぢ
め
て
︑
息
を
殺
し
な
が
ら
︑
上
の
容
⼦

よ
う
す

を
窺
ỵ
て
い
た
︒
楼
の
上
か
ら
さ
す
⽕
の
光
が
︑
か
す
か
に
︑
そ
の
男
の
右
の
頬
を
ぬ

ら
し
て
い
る
︒
短
い
鬚ひ

げ
の
中
に
︑
⾚
く
膿う

み
を
持
ỵ
た
⾯
皰
の
あ
る
頬
で
あ
る
︒
下
⼈
は
︑
始
め
か
ら
︑
こ
の
上
に
い
る
者
は
︑
死
⼈

ば
か
り
だ
と
⾼
を
括く

く
ỵ
て
い
た
︒
そ
れ
が
︑
梯
⼦
を
⼆
三
段
上
ỵ
て
⾒
る
と
︑
上
で
は
誰
か
⽕
を
と
ぼ
し
て
︑
し
か
も
そ
の
⽕
を
そ

こ
こ
こ
と
動
か
し
て
い
る
ら
し
い
︒
こ
れ
は
︑
そ
のイ
ニ
ゴ
ỵ
た
︑
⻩
い
ろ
い
光
が
︑
隅
々
に
蜘
蛛

く

も

の
巣
を
か
け
た
天
井
裏
に
︑
揺
れ

な
が
ら
映
ỵ
た
の
で
︑す
ぐ
に
そ
れ
と
知
れ
た
の
で
あ
る
︒こ
の
⾬
の
夜
に
︑こ
の
羅
⽣
⾨
の
上
で
︑⽕
を
と
も
し
て
い
る
か
ら
は
︑

ど
う
せ
た
だ
の
者
で
は
な
い
︒ 

 

下
⼈
は
︑
守
宮

や
も
り

の
よ
う
に
⾜
⾳
を
ぬ
す
ん
で
︑
や
ỵ
と
急
な
梯
⼦
を
︑
⼀
番
上
の
段
ま
で
這
う
よ
う
に
し
て
上
り
つ
め
た
︒
そ
う

し
て
体
を
出
来
る
だ
け
︑
平た

い
ら

に
し
な
が
ら
︑
頸
を
出
来
る
だ
け
︑
前
へ
出
し
て
︑
恐
る
恐
る
︑
楼
の
内
を
覗の

ぞ
い
て
⾒
た
︒ 

 

⾒
る
と
︑
楼
の
内
に
は
︑
噂
に
聞
い
た
通
り
︑
幾
つ
か
の
死
骸

し
が
い

が
︑ウ
ム
ゾ
ウ
サ
に
棄
て
て
あ
る
が
︑
⽕
の
光
の
及
ぶ
範
囲
が
︑
思

ỵ
た
よ
り
狭
い
の
で
︑
数
は
幾
つ
と
も
わ
か
ら
な
い
︒
た
だ
︑
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
︑
知
れ
る
の
は
︑
そ
の
中
に
裸
の
死
骸
と
︑
着
物

を
着
た
死
骸
と
が
あ
る
と
い
う
事
で
あ
る
︒
勿
論
︑
中
に
は
⼥
も
男
も
ま
じ
ỵ
て
い
る
ら
し
い
︒
そ
う
し
て
︑
そ
の
死
骸
は
皆
︑
そ

れ
が
︑
か
つ
て
︑
⽣
き
て
い
た
⼈
間
だ
と
云
う
事
実
さ
え
疑
わ
れ
る
ほ
ど
︑
⼟
を
捏こ

ね
て
造
ỵ
た
⼈
形
の
よ
う
に
︑
⼝
を
開あ

い
た
り

⼿
を
延
ば
し
た
り
し
て
︑
ご
ろ
ご
ろ
床
の
上
に
こ
ろ
が
ỵ
て
い
た
︒
し
か
も
︑
肩
と
か
胸
と
か
の
⾼
く
な
ỵ
て
い
る
部
分
に
︑
ぼ
ん

や
り
し
た
⽕
の
光
を
う
け
て
︑
低
く
な
ỵ
て
い
る
部
分
の
影
を
⼀
層
暗
く
し
な
が
ら
︑
永
久
に
唖お

し
の
如
く
黙
ỵ
て
い
た
︒ 

 

下
⼈
は
︑
そ
れ
ら
の
死
骸
の
腐
爛

ふ
ら
ん

し
た
臭
気
に
思
わ
ず
︑
⿐
を
掩お

お
ỵ
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
⼿
は
︑
次
の
瞬
間
に
は
︑
も
う
⿐
を
掩

※
昨
年
度
の
試
験
問
題
で
す
︒ 



う
事
を
忘
れ
て
い
た
︒
あ
る
強
い
感
情
が
︑
ほ
と
ん
ど
こ
と
ご
と
く
こ
の
男
の
嗅
覚
を
奪
ỵ
て
し
ま
ỵ
た
か
ら
で
あ
る
︒ 

 
下
⼈
の
眼
は
︑
そ
の
時
︑
は
じ
め
て
そ
の
死
骸
の
中
に
蹲

う
ず
く
ま

ỵ
て
い
る
⼈
間
を
⾒
た
︒
檜
⽪

ひ
わ
だ

⾊い
ろ

の
着
物
を
着
た
︑
背
の
低
い
︑
痩や

せ
た
︑
⽩
髪
頭

し
ら
が
あ
た
ま

の
︑ 

Ⅱ 

の
よ
う
な
⽼
婆
で
あ
る
︒
そ
の
⽼
婆
は
︑
右
の
⼿
に
⽕
を
と
も
し
た
松
の
⽊
⽚

き
ぎ
れ

を
持
ỵ
て
︑
そ
の
死
骸

の
⼀
つ
の
顔
を
覗
き
こ
む
よ
う
に
眺
め
て
い
た
︒
髪
の
⽑
の
⻑
い
所
を
⾒
る
と
︑
多
分
⼥
の
死
骸
で
あ
ろ
う
︒ 

 

下
⼈
は
︑
六
分
の
恐
怖
と
四
分
の
好
奇
⼼
と
に
動
か
さ
れ
て
︑
暫
時

ざ
ん
じ

は
呼
吸

い

き

を
す
る
の
さ
え
忘
れ
て
い
た
︒
旧
記
の
記
者
の
語
を

借
り
れ
ば
︑﹁
頭と

う
⾝し

ん
の
⽑
も
太
る
﹂よ
う
に
感
じ
た
の
で
あ
る
︒す
る
と
⽼
婆
は
︑松
の
⽊
⽚
を
︑床
板
の
間
に
挿
し
て
︑そ
れ
か
ら
︑

今
ま
で
眺
め
て
い
た
死
骸
の
⾸
に
両
⼿
を
か
け
る
と
︑丁
度
︑ 

Ⅱ 

の
親
が 

Ⅱ 

の
⼦
の
虱し

ら
み

を
と
る
よ
う
に
︑そ
の
⻑
い
髪
の

⽑
を
⼀
本
ず
つ
抜
き
は
じ
め
た
︒
髪
は
⼿
に
従
ỵ
て
抜
け
る
ら
し
い
︒ 

 

そ
の
髪
の
⽑
が
︑
⼀
本
ず
つ
抜
け
る
の
に
従
ỵ
て
︑
下
⼈
の
⼼
か
ら
は
︑
恐
怖
が
少
し
ず
つ
消
え
て
⾏
ỵ
た
︒
そ
う
し
て
︑
そ
れ

と
同
時
に
︑
こ
の
⽼
婆
に
対
す
る
は
げ
し
い
憎
悪
が
︑
少
し
ず
つ
動
い
て
来
た
︒
︱
︱
い
や
︑
こ
の
⽼
婆
に
対
す
る
と
云
ỵ
て
は
︑

語
弊

ご
へ
い

が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
︒
む
し
ろ
︑
あ
ら
ゆ
る
悪
に
対
す
る
反
感
が
︑
⼀
分
毎
に
強
さ
を
増
し
て
来
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
時
︑

誰
か
が
こ
の
下
⼈
に
︑
さ
ỵ
き
⾨
の
下
で
こ
の
男
が
考
え
て
い
た
︑
饑
死

う
え
じ
に

を
す
る
か
盗
⼈
に
な
る
か
と
云
う
問
題
を
︑
改
め
て
持
出

し
た
ら
︑
恐
ら
く
下
⼈
は
︑
何
の
未
練
も
な
く
︑
饑
死
を
選
ん
だ
事
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
ほ
ど
︑
こ
の
男
の
悪
を
憎
む
⼼
は
︑
⽼
婆
の

床
に
挿
し
た
松
の
⽊
⽚
の
よ
う
に
︑
勢
い
よ
く
燃
え
上
り
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒ 

下
⼈
に
は
︑
勿
論
︑
何
故
⽼
婆
が
死
⼈
の
髪
の
⽑
を
抜
く
か
わ
か
ら
な
か
ỵ
た
︒
従
ỵ
て
︑
合
理
的
に
は
︑
そ
れ
を
善
悪
の
い
ず

れ
に
⽚
づ
け
て
よ
い
か
知
ら
な
か
ỵ
た
︒
し
か
し
下
⼈
に
と
ỵ
て
は
︑
こ
の
⾬
の
夜
に
︑
こ
の
羅
⽣
⾨
の
上
で
︑
死
⼈
の
髪
の
⽑
を

抜
く
と
云
う
事
が
︑
そ
れ
だ
け
で
既
に
許
す
べ
か
ら
ざ
る
悪
で
あ
ỵ
た
︒
勿
論
︑
下
⼈
は
︑
さ
ỵ
き
ま
で
⾃
分
が
︑
盗
⼈
に
な
る
気

で
い
た
事
な
ぞ
は
︑
と
う
に
忘
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒ 

 

そ
こ
で
︑
下
⼈
は
︑
両
⾜
に
⼒
を
⼊
れ
て
︑
い
き
な
り
︑
梯
⼦
か
ら
上
へ
⾶
び
上
ỵ
た
︒
そ
う
し
て
聖
柄

ひ
じ
り
づ
か

の
太
⼑
に
⼿
を
か
け
な

が
ら
︑
⼤
股
に
⽼
婆
の
前
へ
歩
み
よ
ỵ
た
︒
⽼
婆
が
驚
い
た
の
は
云
う
ま
で
も
な
い
︒ 

 

⽼
婆
は
︑
⼀
⽬
下
⼈
を
⾒
る
と
︑
ま
る
で
弩

い
し
ゆ
み

に
で
も
弾は

じ
か
れ
た
よ
う
に
︑
⾶
び
上
ỵ
た
︒ 

﹁
お
の
れ
︑
ど
こ
へ
⾏
く
︒﹂ 

 

下
⼈
は
︑
⽼
婆
が
死
骸
に
つ
ま
ず
き
な
が
ら
︑
慌
て
ふ
た
め
い
て
逃
げ
よ
う
と
す
る
⾏
⼿
を
塞ふ

さ
い
で
︑
こ
う
罵の

の
し

ỵ
た
︒
⽼
婆
は
︑

そ
れ
で
も
下
⼈
を
つ
き
の
け
て
⾏
こ
う
と
す
る
︒
下
⼈
は
ま
た
︑
そ
れ
を
⾏
か
す
ま
い
と
し
て
︑
押
し
も
ど
す
︒
⼆
⼈
は
死
骸
の
中

で
︑
し
ば
ら
く
︑
無
⾔
の
ま
ま
︑
つ
か
み
合
ỵ
た
︒
し
か
し
勝
敗
は
︑
は
じ
め
か
ら
わ
か
ỵ
て
い
る
︒
下
⼈
は
と
う
と
う
︑
⽼
婆
の

腕
を
つ
か
ん
で
︑
無
理
に
そ
こ
へ
ね
じ
倒
し
た
︒
丁
度
︑
鶏
の
脚
の
よ
う
な
︑
⾻
と
⽪
ば
か
り
の
腕
で
あ
る
︒ 

﹁
何
を
し
て
い
た
︒
云
え
︒
云
わ
ぬ
と
︑
こ
れ
だ
ぞ
よ
︒﹂ 

 

下
⼈
は
︑⽼
婆
を
つ
き
放
す
と
︑い
き
な
り
︑太
⼑
の
鞘さ

や
を
払
ỵ
て
︑⽩
い
鋼は

が
ね

の
⾊
を
そ
の
眼
の
前
へ
つ
き
つ
け
た
︒け
れ
ど
も
︑

⽼
婆
は
黙
ỵ
て
い
る
︒
両
⼿
を
わ
な
わ
な
ふ
る
わ
せ
て
︑
肩
で
息
を
切
り
な
が
ら
︑
眼
を
︑
眼
球

め
だ
ま

が
ま
ぶ
た
の
外
へ
出
そ
う
に
な
る

ほ
ど
︑
⾒
開
い
て
︑
唖
の
よ
う
に
執
拗

し
ỷ
う
ね

く
黙
ỵ
て
い
る
︒
こ
れ
を
⾒
る
と
︑
下
⼈
は
始
め
て
明
⽩
に
こ
の
⽼
婆
の
⽣
死
が
︑
全
然
︑

※
昨
年
度
の
試
験
問
題
で
す
︒ 



⾃
分
の
意
志
に
⽀
配
さ
れ
て
い
る
と
云
う
事
を
意
識
し
た
︒そ
う
し
て
こ
の
意
識
は
︑今
ま
で
け
わ
し
く
燃
え
て
い
た
憎
悪
の
⼼
を
︑

い
つ
の
間
に
か
冷
ま
し
て
し
ま
ỵ
た
︒
後
に
残
ỵ
た
の
は
︑
た
だ
︑
あ
る
仕
事
を
し
て
︑
そ
れ
が
円
満
に
成
就
し
た
時
の
︑
安
ら
か

な
得
意
と
満
⾜
と
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
下
⼈
は
︑
⽼
婆
を
⾒
下
し
な
が
ら
︑
少
し
声
を
柔
ら
げ
て
こ
う
云
ỵ
た
︒ 

﹁
⼰お

れ
は
検
⾮
違
使

け

び

い

し

の
庁
の
役
⼈
な
ど
で
は
な
い
︒今
し
⽅
こ
の
⾨
の
下
を
通
り
か
か
ỵ
た
旅
の
者
だ
︒だ
か
ら
お
前
に
縄
を
か
け
て
︑

ど
う
し
よ
う
と
云
う
よ
う
な
事
は
な
い
︒
た
だ
︑
今
時
分
こ
の
⾨
の
上
で
︑
何
を
し
て
居
た
の
だ
か
︑
そ
れ
を
⼰
に
話
し
さ
え
す
れ

ば
い
い
の
だ
︒﹂ 

 

す
る
と
︑⽼
婆
は
︑⾒
開
い
て
い
た
眼
を
︑⼀
層
⼤
き
く
し
て
︑じ
ỵ
と
そ
の
下
⼈
の
顔
を
⾒
守
ỵ
た
︒ま
ぶ
た
の
⾚
く
な
ỵ
た
︑

⾁
⾷
⿃
の
よ
う
な
︑
鋭
い
眼
で
⾒
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
か
ら
︑
皺
で
︑
ほ
と
ん
ど
︑
⿐
と
⼀
つ
に
な
ỵ
た
唇
を
︑
何
か
物
で
も
噛
ん

で
い
る
よ
う
に
動
か
し
た
︒
細
い
喉
で
︑
尖
ỵ
た
喉
仏

の
ど
ぼ
と
け

の
動
い
て
い
る
の
が
⾒
え
る
︒
そ
の
時
︑
そ
の
喉
か
ら
︑
鴉
の
啼
く
よ
う
な

声
が
︑
喘あ

え
ぎ
喘
ぎ
︑
下
⼈
の
⽿
へ
伝
わ
ỵ
て
来
た
︒ 

﹁
こ
の
髪
を
抜
い
て
な
︑
こ
の
髪
を
抜
い
て
な
︑
鬘か

ず
ら

に
し
よ
う
と
思
う
た
の
じ
Ỷ
︒﹂ 

 

下
⼈
は
︑
⽼
婆
の
答
が
存
外
︑
平
凡
な
の
に
失
望
し
た
︒
そ
う
し
て
失
望
す
る
と
同
時
に
︑
ま
た
前
の
憎
悪
が
︑
冷
や
か
な
侮
蔑

ぶ
べ
つ

と
⼀
し
Ỹ
に
︑
⼼
の
中
へ
は
い
ỵ
て
来
た
︒
す
る
と
︑
そ
の
気
⾊

け
し
き

が
︑
先
⽅
へ
も
通
じ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
⽼
婆
は
︑
⽚
⼿
に
︑
ま
だ

死
骸
の
頭
か
ら
奪
ỵ
た
⻑
い
抜
け
⽑
を
持
ỵ
た
な
り
︑
蟇ひ

き
の
つ
ぶ
や
く
よ
う
な
声
で
︑
⼝
ご
も
り
な
が
ら
︑
こ
ん
な
事
を
云
ỵ
た
︒ 

﹁
成
程
な
︑
死
⼈

し
び
と

の
髪
の
⽑
を
抜
く
と
云
う
事
は
︑
何
ぼ
う
悪
い
事
か
も
知
れ
ぬ
︒
じ
Ỷ
が
︑
こ
こ
に
い
る
死
⼈
ど
も
は
︑
皆
︑
そ

の
く
ら
い
な
事
を
︑
さ
れ
て
も
い
い
⼈
間
ば
か
り
だ
ぞ
よ
︒
現
在
︑
わ
し
が
今
︑
髪
を
抜
い
た
⼥
な
ど
は
な
︑
蛇
を
四
⼨

し
す
ん

ば
か
り
ず

つ
に
切
ỵ
て
⼲
し
た
の
を
︑
⼲
⿂

ほ
し
う
お

だ
と
云
う
て
︑
太
⼑

た

て

帯わ
き

の
陣
へ
売
り
に
往い

ん
だ
わ
︒
疫
病

え
や
み

に
か
か
ỵ
て
死
な
な
ん
だ
ら
︑
今
で
も

売
り
に
往
ん
で
い
た
事
で
あ
ろ
︒
そ
れ
も
よ
︑
こ
の
⼥
の
売
る
⼲
⿂
は
︑
味
が
よ
い
と
云
う
て
︑
太
⼑
帯
ど
も
が
︑
⽋
か
さ
ず
菜
料

さ
い
り
Ỹ
う

に
買
ỵ
て
い
た
そ
う
な
︒
わ
し
は
︑
こ
の
⼥
の
し
た
事
が
悪
い
と
は
思
う
て
い
ぬ
︒
せ
ね
ば
︑
饑
死
を
す
る
の
じ
Ỷ
て
︑
仕
⽅
が
な

く
し
た
事
で
あ
ろ
︒
さ
れ
ば
︑
今
ま
た
︑
わ
し
の
し
て
い
た
事
も
悪
い
事
と
は
思
わ
ぬ
ぞ
よ
︒
こ
れ
と
て
も
や
は
り
せ
ね
ば
︑
饑
死

を
す
る
じ
Ỷ
て
︑
仕
⽅
が
な
く
す
る
事
じ
Ỷ
わ
い
の
︒
じ
Ỷ
て
︑
そ
の
仕
⽅
が
な
い
事
を
︑
よ
く
知
ỵ
て
い
た
こ
の
⼥
は
︑
⼤
⽅
わ

し
の
す
る
事
も
⼤
⽬
に
⾒
て
く
れ
る
で
あ
ろ
︒﹂ 

 

⽼
婆
は
︑
⼤
体
こ
ん
な
意
味
の
事
を
云
ỵ
た
︒ 

 

下
⼈
は
︑太
⼑
を
鞘
に
お
さ
め
て
︑そ
の
太
⼑
の
柄
を
左
の
⼿
で
お
さ
え
な
が
ら
︑エ
レ
イ
ゼ
ン
と
し
て
︑こ
の
話
を
聞
い
て
い
た
︒

勿
論
︑
右
の
⼿
で
は
︑
⾚
く
頬
に
膿
を
持
ỵ
た
⼤
き
な
⾯
皰
を
気
に
し
な
が
ら
︑
聞
い
て
い
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
を
聞
い

て
い
る
中
に
︑
下
⼈
の
⼼
に
は
︑
あ
る
勇
気
が
⽣
ま
れ
て
来
た
︒
そ
れ
は
︑
さ
ỵ
き
⾨
の
下
で
︑
こ
の
男
に
は
⽋
け
て
い
た
勇
気
で

あ
る
︒
そ
う
し
て
︑
ま
た
さ
ỵ
き
こ
の
⾨
の
上
へ
上
ỵ
て
︑
こ
の
⽼
婆
を
捕
え
た
時
の
勇
気
と
は
︑
全
然
︑
反
対
な
⽅
向
に
動
こ
う

と
す
る
勇
気
で
あ
る
︒
下
⼈
は
︑
饑
死
を
す
る
か
盗
⼈
に
な
る
か
に
︑
迷
わ
な
か
ỵ
た
ば
か
り
で
は
な
い
︒
そ
の
時
の
こ
の
男
の
⼼

も
ち
か
ら
云
え
ば
︑
饑
死
な
ど
と
云
う
事
は
︑
ほ
と
ん
ど
︑
考
え
る
事
さ
え
出
来
な
い
ほ
ど
︑
意
識
の
外
に
追
い
出
さ
れ
て
い
た
︒ 

﹁
き
ỵ
と
︑
そ
う
か
︒﹂ 

※
昨
年
度
の
試
験
問
題
で
す
︒ 



 
⽼
婆
の
話
が
完お

わ
る
と
︑
下
⼈
は
嘲あ

ざ
け

る
よ
う
な
声
で
念
を
押
し
た
︒
そ
う
し
て
︑
⼀
⾜
前
へ
出
る
と
︑
不
意
に
右
の
⼿
を
⾯
皰
か
ら

離
し
て
︑
⽼
婆
の
襟
上

え
り
が
み

を
つ
か
み
な
が
ら
︑
噛
み
つ
く
よ
う
に
こ
う
云
ỵ
た
︒ 

﹁
で
は
︑
⼰
が
引
剥

ひ
は
ぎ

を
し
よ
う
と
恨
む
ま
い
な
︒
⼰
も
そ
う
し
な
け
れ
ば
︑
饑
死
を
す
る
体
な
の
だ
︒﹂ 

 

下
⼈
は
︑
す
ば
や
く
︑
⽼
婆
の
着
物
を
剥
ぎ
と
ỵ
た
︒
そ
れ
か
ら
︑
⾜
に
し
が
み
つ
こ
う
と
す
る
⽼
婆
を
︑
⼿
荒
く
死
骸
の
上
へ

蹴
倒

け
た
お

し
た
︒
梯
⼦
の
⼝
ま
で
は
︑
僅
に
五
歩
を
数
え
る
ば
か
り
で
あ
る
︒
下
⼈
は
︑
剥
ぎ
と
ỵ
た
檜
⽪

ひ
わ
だ

⾊い
ろ

の
着
物
を
わ
き
に
か
か
え

て
︑
ま
た
た
く
間
に
急
な
梯
⼦
を
夜
の
底
へ
か
け
下
り
た
︒ 

 

し
ば
ら
く
︑
死
ん
だ
よ
う
に
倒
れ
て
い
た
⽼
婆
が
︑
死
骸
の
中
か
ら
︑
そ
の
裸
の
体
を
起
し
た
の
は
︑
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
の
事

で
あ
る
︒
⽼
婆
は
つ
ぶ
や
く
よ
う
な
︑
う
め
く
よ
う
な
声
を
⽴
て
な
が
ら
︑
ま
だ
燃
え
て
い
る
⽕
の
光
を
た
よ
り
に
︑
梯
⼦
の
⼝
ま

で
︑
這
ỵ
て
⾏
ỵ
た
︒
そ
う
し
て
︑
そ
こ
か
ら
︑
短
い
⽩
髪

し
ら
が

を
倒

さ
か
さ
ま

に
し
て
︑
⾨
の
下
を
覗
き
こ
ん
だ
︒
外
に
は
︑
た
だ
︑
⿊
洞
々

こ
く
と
う
と
う

た
る
夜
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
︒ 

 

下
⼈
の
⾏
⽅

ゆ
く
え

は
︑
誰
も
知
ら
な
い
︒ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

︵
芥
川
⿓
之
介﹁
羅
⽣
⾨
﹂⻘
空
⽂
庫
本
⽂
に
よ
る
︶ 

                         

※
昨
年
度
の
試
験
問
題
で
す
︒ 



問
⼀ 

傍
線
部
ア
Ộ
エ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
改
め
な
さ
い
︒ 

 
 

 
ア 

シ
ἁ
ウ
リ 

 
 

 
 

 

イ 

ニ
ゴ
ỵ
た 

 
 

 
 

 

ウ 

ム
ゾ
ウ
サ 

 
 

 
 

 
 

 
 

エ 

レ
イ
ゼ
ン 

 
 

 
︻ 

 
 

 

︼ 
 

︻ 
 

ỵ
た
︼ 

 

︻ 
 

 
 

 
 

︼ 
 

︻ 
 

 
 

︼ 
 

問
⼆ 

傍
線
部
①
﹁
蟋
蟀
﹂
に
つ
い
て
︑
左
の
空
欄
A
・
B
に
⼊
る
⾔
葉
を
書
き
な
さ
い
︒
さ
ら
に
︑
空
欄
C
に
は
A
・
B
の

い
ず
れ
の
⾔
葉
が
⼊
る
か
︑
正
し
い
⽅
を
○
で
囲
み
な
さ
い
︒ 

  
 

﹁
蟋
蟀
﹂
は
︑
本
来
は 
A 
と
読
む
が
︑
芥
川
は 

B 

と
読
ま
せ
て
い
る
︒
ち
な
み
に 

C 

は
古
く
は
秋
に
鳴
く

⾍
の
総
称
と
し
て
⽤
い
ら
れ
て
い
た
︒ 

 
 

 

A
︻ 

 
 

 
 

 
 

︼ 
 

B
︻ 

 
 

 
 

 
 

︼ 
 

C
︻
A
・
B
︼ 

 

問
三 

傍
線
部
②
﹁
⽇
の
⽬
が
⾒
え
な
く
な
る
﹂
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
か
︑
簡
潔
に
説
明
し
な
さ
い
︒ 

 
 

 
  

問
四 

傍
線
部
③
﹁
⾯
皰
﹂
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
︒ 

 
 

 
 

 

問
五 

空
欄
Ⅰ
に
⼊
る
⾔
葉
は
な
に
か
︒
漢
字
で
記
し
な
さ
い
︒ 

  

問
六 

三
か
所
あ
る
空
欄
Ⅱ
に
は
同
じ
⾔
葉
が
⼊
る
︒
そ
れ
を
漢
字
で
記
し
な
さ
い
︒ 

  

問
七 

﹁
羅
⽣
⾨
﹂
は
︑
⼀
⼈
の
下
⼈
の
⼼
理
の
変
化
を
描
い
た
⼩
説
で
あ
る
︒
⼼
理
の
変
化
に
関
す
る
以
下
の
⽂
章
に
つ
い
て
︑
空

欄
D
・
E
に
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
⾔
葉
︵
い
ず
れ
も
漢
字
⼀
字
︶
が
⼊
る
か
︑
答
え
な
さ
い
︒ 

  
 

 

﹁
羅
⽣
⾨
﹂
は
︑
下
⼈
が
⽣
き
て
い
く
⼿
段
と
し
て 

D 

と 

E 

の
⼆
つ
の
判
断
の
間
で
悩
み
︑
揺
れ
動
く
姿
を
描

い
た
物
語
で
あ
る
︒ 

D
︻ 

 
 

 

︼ 
 

 

E
︻ 

 
 

 

︼ 
 

問
⼋ 

﹁
羅
⽣
⾨
﹂の
結
末
は﹁
下
⼈
の
⾏
⽅
は
︑誰
も
知
ら
な
い
︒﹂と
な
ỵ
て
い
る
が
︑最
初
に
発
表
さ
れ
た
と
き︵
初
出
︶に
は
︑

別
の
内
容
で
あ
ỵ
た
︒
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
ỵ
た
か
︑
簡
潔
に
記
し
な
さ
い
︒︵
⽂
章
を
正
確
に
再
現
す
る
必
要
は
な

い
︶ 

     

※
昨
年
度
の
試
験
問
題
で
す
︒ 



問
九 

﹁
羅
⽣
⾨
﹂
は
昔
の 

F 

と
い
う
説
話
集
の
中
の
⼆
つ
の
話
を
元
に
し
て
作
ら
れ
て
い
る
︒
F
に
⼊
る
説
話
と
し
て
正

し
い
も
の
は
ど
れ
か
︒
次
の
１
Ộ
５
の
中
か
ら
⼀
つ
選
び
︑
番
号
を
○
で
囲
み
な
さ
い
︒ 

  
 

 

1 
宇
治
拾
遺
物
語 

 
 

２ 

⽇
本
霊
異
記 

 
 

３ 

今
昔
物
語
集 

 
 

４ 

⼗
訓
抄 

 
 

５ 

沙
⽯
集 

 

問
⼗ 

芥
川
⿓
之
介
の
作
品
を
︑
次
の
１
Ộ
10
の
中
か
ら
︑
⼆
つ
選
び
︑
番
号
を
○
で
囲
み
な
さ
い
︒︵
三
つ
以
上
〇
を
つ
け
た
場
合

に
は
︑
す
べ
て
誤
答
と
し
て
扱
う
︒︶ 

  
 

 

１ 

地
獄
変 

 
 

２ 
檸
檬 

 
 

３ 

⼩
僧
の
神
様 

 
 

４ 

た
け
く
ら
べ 

 
 

５ 

河
童 

 
 

 

６ 

雪
国 

 
 

７ 

パ
ン
屋
再
襲
撃 

 
 

８ 

雁 
 

 

９ 

⽥
園
の
憂
鬱 

 
 

10 

キ
ỿ
チ
ン 

 
 

問
⼗
⼀ 

次
の
⽂
章
は
︑
芥
川
⿓
之
介
の
師
と
さ
れ
る
作
家
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
を
読
ん
で
︑
後
の
問
い
に
答
え
な

さ
い
︒ 

  
 

 

こ
の
⼈
物
は
︑
明
治
後
期
か
ら
⼤
正
初
め
に
か
け
て
活
躍
し
た
作
家
で
あ
る
︒
⽊
曜
⽇
を
⾯
会
⽇
と
し
︑
芥
川
も
そ
れ
に
参
加

す
る
こ
と
で
︑
こ
の
⼈
物
の
知
遇
を
得
た
︒
特
に
︑
芥
川
の
書
い
た
﹁
芋
粥
﹂
を
⾼
く
評
価
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒ 

  

問
⼗
⼆
︱
① 

こ
の
作
家
の
名
前
を
漢
字
で
書
き
な
さ
い
︒ 

 
 

 
 

 
  

 

問
⼗
⼆
︱
② 

こ
の
作
家
の
作
品
を
︑
次
の
１
Ộ
５
の
中
か
ら
⼀
つ
選
び
︑
番
号
を
丸
で
囲
み
な
さ
い
︒ 

  
 

 

１ 

五
重
塔 

 
 

２ 

⾦
⾊
夜
叉 

 
 

３ 

⾼
野
聖 

 
 

４ 

明
暗 

 
 

５ 
舞
姫 

  

※
昨
年
度
の
試
験
問
題
で
す
︒ 


