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般 

Ⅲ
） 

学
力
検
査
問
題 

[

国
語]

(

そ
の
一)

  
  

  
 

解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
せ
よ
。 

 

１　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
一
～
問
七
に
答
え
よ
。 

   

今
年
は
、
実
に
多
く
の
著
名
人
が
亡
く
な
っ
た
。
思
い
つ
く
ま
ま
に
挙
げ
れ
ば
、
政
治
家
だ
け
で
も
、
海
部
俊
樹
元
首
相
、
石
原
慎
太
郎
元
東
京
都
知
事
、
安
倍
晋
三

 

元
首
相
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
元
大
統
領
。
そ
し
て
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
が
、
他
界
し
た
。

　

ど
ん
な
に
時
代
が
混
迷
し
て
も
、
確
実
な
こ
と
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
私
た
ち
の
誰
も
が
、
例
外
な
く
、
い
ず
れ
は
死
ぬ
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
つ
く
づ
く
、

人
類
は
不
幸
な
存
在
だ
と
思
う
。
自
分
自
身
が
い
ず
れ
消
え
て
な
く
な
る
こ
と
を
、
明
確
に
理
解
し
な
が
ら
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
。
そ
ん
な
生
物

 

は
他
に
は
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

弔
い
や
宗
教
は
、
そ
ん
な
死
と
い
う
「
理
不
尽
」
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
が
約
５
万
年
前
に

Ａ

死
者
を
埋
葬
し
て
い
た
証
拠
が
見
つ
か
っ
て
い
る
。
以
後
人
類
は
、
い
か
な
る
地
域
、
い
か
な
る
民
族
で
あ
れ
、
な
ん
ら
か
の
形
で
死
者
を
弔
っ
て
き
た
。
死
に
対
す
る

（
１
）

振
る
舞
い
こ
そ
が
、
人
類
を
他
と
分
か
つ
、
分
水
嶺
な
の
だ
。 

ぶ
ん
す
い
れ
い

　

さ
て
、
地
域
や
時
代
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
の
、
歴
史
的
に
見
れ
ば
、
共
同
体
が
主
体
と
な
っ
て
死
を
取
り
扱
う
こ
と
が
多
か
っ
た
。
例
え
ば
か
つ
て
の
日
本
の
葬
儀

は
、
地
域
共
同
体
が
「
葬
式
組
」
を
組
織
し
て
行
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
遺
族
は
「
ケ
ガ
レ
」
を
広
げ
ぬ
よ
う
、
む
し
ろ
受
動
的
な
立
場
に
お
か
れ
る
。
ま
た 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は

世
紀
以
降
、
教
区
教
会
の
共
同
体
が
祭
祀
を
執
り
行
っ
た
。
そ
の
後
、
近
代
化
の
流
れ
の
な
か
で
、
そ
の
役
割
は
地
方
自
治
体
が
継
承
し
て
い
く
。

さ
い

し

12

　

む
ろ
ん
、
自
分
が
死
ん
だ
後
ど
う
な
る
か
は
誰
に
も
分
か
ら
な
い
。
だ
が
、
自
分
の
属
す
る
共
同
体
が
、
敬
意
を
も
っ
て
、
大
切
に
死
者
を
扱
う
姿
を
見
て
い
れ
ば
、

人
は
、
死
へ
の
本
源
的
な
不
安
を
、
和
ら
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。 

①

　

し
か
し
近
年
の
日
本
社
会
の
弔
い
は
、
急
速
に
簡
素
化
が
進
ん
で
い
る
。
通
夜
や
告
別
式
な
ど
の
儀
式
を
行
わ
な
い
「
直
葬
」
も
選
択
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
高
齢
者
が
増
え
寿
命
が
延
び
た
こ
と
で
、
葬
儀
に
参
列
す
る
人
の
数
自
体
が
減
っ
た
こ
と
や
、
高
齢
に
な
る
と
高
額
な
葬
儀
費
用
を
払
う
の
が
難

 

し
く
な
る
た
め
、
と
い
っ
た
指
摘
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
要
因
に
加
え
、
新
型
コ
ロ
ナ
で
参
列
を
控
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
追
い
打
ち
を
か
け
て
い
る
よ
う
だ
。

 

　

だ
が
、
理
由
は
そ
れ
だ
け
だ
ろ
う
か
。

 

　

「
近
代
」
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴
が
あ
る
が
、
死
を
隠
蔽
す
る
方
向
に
発
展
し
た
と
い
う
こ
と
は
よ
く
指
摘
さ
れ
る
。
一
つ
に
は
、
資
本
主
義
と
死
の
相
性
が
悪
い
か

い
ん
ぺ
い

ら
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
経
済
の　

Ｂ　

の
拡
大
を
前
提
と
し
て
い
る
。
だ
か
ら　

Ｃ　

の
身
体
を
持
つ
私
た
ち
は
、
ど
こ
か
で
資
本
主
義
と
辻
褄
が 

つ
じ
つ
ま

 

合
わ
な
く
な
る
の
だ
。
ち
な
み
に
環
境
問
題
も
、
有
限
の
自
然
環
境
と
、
無
限
の
資
本
主
義
の
齟
齬
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。 

Ｄ

そ

ご

　

ま
た
、
資
本
主
義
は
基
本
的
に
共
同
体
を
必
要
条
件
と
し
な
い
。
企
業
は
、
利
潤
を
生
み
出
し
拡
大
し
て
い
く
こ
と
を
使
命
と
す
る
。
だ
か
ら
多
国
籍
企
業
は
国
境
を

（
２
）

 

や
す
や
す
と
越
え
、
国
家
と
対
立
す
る
こ
と
も
辞
さ
な
い
。
一
方
で
共
同
体
は
、
過
去
か
ら
未
来
へ
と
、
構
成
員
と
領
域
を
継
承
し
て
い
く
こ
と
に
そ
の
本
質
が
あ
る
。

　

平
成
期
は
、
日
本
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
新
自
由
主
義
の
波
に
も
み
く
ち
ゃ
に
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
ま
で
は
あ
る
意
味
で
地
域
共
同
体
の
役
割
を
ダ
②

イ
タ
イ
し
て
い
た
「
会
社
共
同
体
」
も
「
改
革
」
さ
れ
、
普
通
の
機
能
集
団
に
転
換
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。 

　

そ
れ
で
も
、
も
し
他
の
「
中
間
集
団
」
が
ジ
ュ
ウ
ゼ
ン
に
機
能
し
て
い
れ
ば
、
新
自
由
主
義
な
ど
の
衝
撃
は
小
さ
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。 

③

　

中
間
集
団
と
は
、
国
家
と
個
人
の
間
に
位
置
し
て
、
両
者
を
媒
介
す
る
も
の
だ
。
日
本
に
お
い
て
は
企
業
の
ほ
か
、
学
校
、
労
働
組
合
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
農
協
な
ど
の
職
業

 

集
団
、
宗
教
団
体
な
ど
が
あ
る
。

　

例
え
ば
米
国
で
は
、
教
会
が
毎
日
炊
き
出
し
を
行
い
、
バ
ザ
ー
や
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
に
よ
っ
て
貧
困
層
を
支
え
て
い
る
。
し
ば
し
ば
ア
メ
リ
カ
人
は
強
い
個
人
主
義
者
と

理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
う
。
だ
が
、
そ
れ
は
大
企
業
の
経
営
者
や
ス
ポ
ー
ツ
選
手
な
ど
、
成
功
者
の
イ
メ
ー
ジ
が
過
度
に
ル
フ
し
て
い
る
た
め
だ
ろ
う
。
現

④

 

実
の
米
国
社
会
は
、
教
会
な
ど
の
中
間
集
団
が
セ
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
の
役
割
を
担
う
こ
と
で
、
維
持
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

他
方
、
日
本
で
は
、
企
業
が
共
同
体
的
な
役
割
も
担
い
つ
つ
、
中
間
集
団
と
し
て
機
能
し
て
き
た
。
だ
か
ら
企
業
が
そ
の
任
を
放
棄
す
る
と
、
社
会
が
立
ち
ゆ
か
な 

（
３
）

く
な
る
。
そ
う
な
れ
ば
「
最
後
の
砦
」
は
家
族
だ
ろ
う
。
だ
が
最
近
は
、
格
差
社
会
の
進
展
で
、
家
族
す
ら
も
頼
り
に
で
き
な
い
人
が
増
え
て
い
る
。
「
実
家
が
太
い

と
り
で

（
＝
ユ
ウ
フ
ク
な
家
庭
に
育
っ
た
、
の
意
）
」
と
い
う
言
葉
が
よ
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
そ
の
一
つ
の
表
れ
だ
ろ
う
。 

⑤

　

「
米
国
の
よ
う
な
国
」
を
目
指
し
て
改
革
を
進
め
た
結
果
、
「
個
人
の
孤
立
」
と
い
う
点
で
は
、
い
つ
の
間
に
か
米
国
を
追
い
越
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。 

（
４
）

　

こ
の
よ
う
な
、
共
同
体
性
が
極
端
な
ま
で
に
す
り
減
っ
た
日
本
社
会
に
お
い
て
、
人
類
史
に
ほ
と
ん
ど
例
の
な
い
、
「
葬
儀
の
消
滅
」
と
い
う
事
態
が
進
行
し
て
い
る

 

と
す
れ
ば
、
恐
る
べ
き
こ
と
だ
。

 
  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

  
   

  
  

  

（
神
里
達
博
、
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
二
二
年
九
月
二
三
日
「
『
葬
儀
の
消
滅
』
ま
で
進
む
の
か
」
よ
り
）
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般 

Ⅲ
） 

学
力
検
査
問
題 

[

国
語]

(

そ
の
二)

  
  

  
 

解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
せ
よ
。 

 

 

問
一　

傍
線
部
①
～
⑤
に
つ
い
て
、
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
直
し
、
漢
字
に
は
読
み
が
な
を
付
け
よ
。

 

問
二　

波
線
部
Ａ
・
Ｄ
の
意
味
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
ア
～
オ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記
号
で
記
せ
。 

 

Ａ　

ア　

不
可
逆　
　

イ　

不
本
意　
　

ウ　

不
首
尾　
　

エ　

不
条
理　
　

オ　

不
如
意　

 

  
 

Ｄ　

ア　

一
致　
　

イ　

食
い
違
い　
　

ウ　

関
係　
　

エ　

噛
み
合
わ
せ　
　

オ　

悩
み 

 

 

問
三　

空
欄
Ｂ
・
Ｃ
に
入
る
語
句
と
し
て
、
最
も
適
当
な
語
を
文
中
か
ら
抜
き
出
し
て
記
せ
。

 

 

問
四　

傍
線
部
（
１
）
「
死
に
対
す
る
振
る
舞
い
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
を
説
明
し
て
い
る
部
分
を
二
十
字
以
内
で
書
き
抜
け
。

 

 

問
五　

傍
線
部
（
２
）
「
資
本
主
義
は
基
本
的
に
共
同
体
を
必
要
条
件
と
し
な
い
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
を
六
十
字
以
内
で
記
せ
。

 

問
六　

傍
線
部
（
３
）
「
企
業
が
そ
の
任
を
放
棄
す
る
」
と
あ
る
が
、
「
そ
の
任
を
放
棄
」
し
た
結
果
、
企
業
は
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
た
か
、
文
中
か
ら
七
字
で
書

 

　
　

き
抜
け
。

 

 

問
七 

 

傍
線
部
（
４
）
「
い
つ
の
間
に
か
米
国
を
追
い
越
し
て
し
ま
っ
た
」
と
あ
る
が
、
日
本
の
ど
の
よ
う
な
現
状
を
述
べ
て
い
る
の
か
。
五
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

                           



（2024 －
 

般 

Ⅲ
） 

学
力
検
査
問
題 

[

国
語]

(

そ
の
三)

  
  

  
 

解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
せ
よ
。 

 

２　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
一
～
問
六
に
答
え
よ
。 

 

六
朝
の
世
（
二
一
二
～
六
〇
六
）
と
い
う
の
は
、
中
国
の
な
が
い
歴
史
の
な
か
で
も
、
め
ず
ら
し
い
時
代
だ
っ
た
。 

り
く
ち
ょ
う

（
１
）

か
れ
ら
は
、
中
原
と
黄
河
を
す
て
た
。
文
明
を
は
ぐ
く
ん
だ
地
で
あ
り
な
が
ら
、
北
辺
か
ら
き
た
騎
馬
民
族
た
ち
に
奪
わ
れ
、
す
わ
り
こ
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。 

ち
ゅ
う
げ
ん

 

か
れ
ら
は
北
狄
と
い
う
敵
し
が
た
い
異
民
族
ど
も
の
や
っ
て
来
な
い
長
江
（
揚
子
江
）
流
域
の
稲
作
地
帯
に
の
が
れ
、
故
地
を
回
復
す
る
こ
と
を
思
わ
な
か
っ
た
。
従
っ
て
武
を
語
ら

ほ
く
て
き

ず
、
政
治
を
野
暮
と
し
、
四
世
紀
も
の
な
が
い
あ
い
だ
、
六
つ
の
小
型
王
朝
を
興
亡
さ
せ
、
そ
こ
で
密
室
の
よ
う
な
、
あ
る
い
は
壺
中
の
天
の
よ
う
な
文
化
を
う
ん
だ
。
そ
れ
が
六
朝

※
こ
ち
ゅ
う

の
世
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
長
江
流
域
は
、
な
が
い
あ
い
だ
、
野
蛮
な
地
帯
と
さ
れ
て
き
た
。
中
流
を
楚
と
よ
び
、
下
流
を
呉
・
越
と
よ
ん
で
、
コ
メ
と
い
う
特
異
な
（
！
）
も
の
を
食
う
ひ
と
び

と
の
天
地
だ
っ
た
。
春
秋
の
こ
ろ
は
荊
蛮
と
し
て
卑
し
ま
れ
、
そ
の
後
も
十
分
に
〝
文
明
化
〟
さ
れ
た
と
は
思
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
六
朝
の
世
に
な
り
、
中
原
の
ひ
と
び
と
が
民

け
い
ば
ん

族
移
動
し
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ノ
ウ
ミ
ツ
に
漢
民
族
の
文
化
が
し
み
こ
ん
だ
。 

①

む
し
ろ
、
し
み
こ
み
す
ぎ
た
か
も
し
れ
な
い
。 

文
化
と
い
う
も
の
に
最
高
の
価
値
が
お
か
れ
た
と
い
う
あ
た
り
、
史
上
類
の
な
い
異
様
さ
だ
っ
た
。 

（
２
）

政
治
は
官
僚
で
な
く
貴
族
が
担
当
し
た
も
の
の
、
そ
の
貴
族
た
ち
は
政
治
を
論
ず
る
こ
と
を
無
風
流
と
し
、
〝
清
談
〟
と
よ
ば
れ
る
形
而
上
学
的
な
論
争
に
熱
中
し
た
。 

（
Ａ
）

〝
清
談
〟
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
諸
橋
の
辞
典
を
ひ
い
て
、
語
義
だ
け
の
紹
介
に
と
ど
め
た
い
。 

※
も
ろ
は
し

 

　
　
　

清
談　

老
荘
を
祖
述
し
、
世
務
を
捨
て
俗
を
離
れ
た
清
浄
無
為
の
空
理
空
談
を
い
ふ
。 

　
　
　

清
談
派　

六
朝
時
代
、
流
行
し
た
自
然
主
義
的
・
本
能
主
義
的
思
想
家
の
一
派
。
老
荘
思
想
を
祖
述
し
て
儒
教
を
軽
視
し
、
道
義
を
蹂

躙
し
て
感
情
の
奔
逸
に
ま
か
せ
、
悠
悠

じ
ゅ
う
り
ん

ほ
ん
い
つ

自
適
し
た
。 

 　

〝
清
談
〟
は
魏
・
晋
に
お
い
て
す
で
に
さ
か
ん
で
、
く
だ
っ
て
六
朝
に
な
る
と
、
堕
落
す
る
ほ
ど
に
さ
か
ん
に
な
っ
た
。 

　

堕
落
と
い
う
の
は
、
六
朝
の
貴
族
（
む
ろ
ん
皇
帝
を
ふ
く
め
る
）
全
員
に
と
っ
て
、
〝
清
談
〟
が
ヒ
ッ
ス
の
教
養
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。 

②

 　

か
れ
ら
は
サ
ロ
ン
を
つ
く
っ
た
り
、
討
議
の
場
を
設
け
た
り
し
て
、
ビ
ー
ル
の
泡
の
よ
う
な
〝
清
談
〟
を
か
わ
し
た
。 

　

か
れ
ら
が
も
っ
と
も
高
度
な
も
の
と
し
た
の
は
老
荘
の
虚
無
思
想
で
、
ラ
イ
フ
・
ス
タ
イ
ル
と
し
て
は
無
為
を
と
っ
た
。
さ
ら
に
は
仏
教
を
よ
ろ
こ
び
、
こ
れ
を
知
的
娯
楽
と
し
、

大
い
に
援
用
し
て
論
を
潤
色
し
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
は
互
い
に
論
難
し
あ
っ
て
、
勝
敗
を
き
め
、
し
ば
し
ば
夜
を
徹
し
た
り
し
た
。
知
的
ス
ポ
ー
ツ
と
い
っ
て
い
い
。 

　

文
章
も
、
質
朴
さ
を
う
し
な
っ
た
。
本
来
、
散
文
は
事
物
や
意
味
を
表
現
す
る
道
具
だ
っ
た
の
に
、
文
体
に
、
ロ
コ
コ
の
彫
刻
の
よ
う
に
カ
ジ
ョ
ウ
な
装
飾
を
加
え
た
四
六
駢
儷
体

（
Ｂ
）

③

し
ろ
く
べ
ん
れ
い
た
い

と
い
う
も
の
を
は
や
ら
せ
た
（
わ
が
国
の
空
海
は
こ
れ
を
得
意
と
し
た
）
。
さ
ら
に
は
、 

「
風
流
」 

　

と
い
う
生
き
方
の
ス
タ
イ
ル
を
政
治
以
上
に
価
値
あ
る
も
の
と
し
た
。
〝
清
談
〟
も
風
流
で
あ
り
、
仏
教
理
を
も
て
あ
そ
ぶ
こ
と
も
、
ま
た
皇
帝
や
貴
族
が
仏
寺
を
つ
く
る
こ
と
も
、

一
種
の
風
流
だ
っ
た
。 

　

六
朝
が
ほ
ろ
ん
で
、
隋
・
唐
と
い
う
政
治
主
義
（
儒
教
主
義
）
の
帝
国
が
興
り
、
政
治
が
秀
才
官
僚
の
手
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
、
よ
う
や
く
中
国
史
は
壺
中
の
仙
境
か
ら
本
来
の
大
河
に

（
３
）

入
る
。 

　

の
ち
、
唐
の
詩
人
杜
牧
（
八
〇
三
～
五
三
）
は
江
南
の
春
に
あ
そ
び
、
雨
に
け
む
る
寺
々
を
遠
望
し
て
南
朝
（
六
朝
）
を
し
の
ぶ
の
で
あ
る
。
「
千
里
鶯
啼
イ
テ
、
緑
紅
ニ
映
ズ
。

と

ぼ
く

う
ぐ
い
す

く
れ
な
い

水
村
山
郭
、
酒
旗
ノ
風
」
と
い
う
。
江
南
の
春
の
水
田
風
景
を
詠
ん
で
、
こ
れ
以
上
の
詞
華
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、 

す
い
そ
ん
さ
ん
か
く

 　
　

南
朝
四
百
八
十
寺 

し
ひ
や
く
は
つ
し
ん
じ

　
　

多
少
ノ
楼
台
、
煙
雨
ノ
中 

 　

と
む
す
ぶ
の
は
、
叙
景
よ
り
も
六
朝
の
は
か
な
さ
を
を
悼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
儚
さ
は
春
の
雨
に
似
て
い
る
。
作
者
を
わ
す
れ
た
が
「
三
月
ノ
雨
ハ
六
朝
ノ
涙
ニ
似
タ
リ
」
と
い

④

は
か
な

う
六
朝
回
顧
の
詩
句
も
あ
っ
て
、
ど
う
や
ら
唐
代
で
は
六
朝
は
頼
り
な
く
、
も
の
が
な
し
い
と
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。 

　

と
こ
ろ
が
古
代
日
本
に
ま
っ
さ
き
に
入
っ
て
き
た
〝
中
国
文
明
〟
は
、
の
ち
の
隋
・
唐
よ
り
も
、
六
朝
文
化
だ
っ
た
。
こ
れ
は
後
世
へ
の
文
化
遺
伝
の
因
子
と
し
て
決
定
的
だ
っ
た

（
４
）

の
で
は
な
い
か
。 

　

当
時
、
朝
鮮
半
島
の
南
の
西
方
を
占
め
て
い
た
の
は
、
百
済
国
（
三
四
五
～
六
六
〇
）
だ
っ
た
。 

く
だ
ら

　

百
済
は
、
中
国
文
明
を
受
容
す
る
に
あ
た
っ
て
高
句
麗
が
は
ば
む
北
の
陸
路
を
と
ら
ず
、
ご
く
ろ
う
に
も
海
路
を
と
っ
た
。
は
る
か
な
長
江
下
流
ま
で
航
海
し
て
、
そ
の
流
域
の
六 

こ
う
く

り

朝
の
文
化
を
吸
収
し
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
。 
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(
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解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
せ
よ
。 

  
 

仏
教
の
輸
入
に
熱
心
だ
っ
た
の
は
、
百
済
の
聖
王
（
五
二
三
～
五
四
）
の
と
き
で
あ
っ
た
。 

　

百
済
の
聖
王
は
六
朝
の
う
ち
の
梁
と
い
う
小
王
朝
に
毛
詩
（
詩
経
の
こ
と
）
の
博
士
や
涅
槃
経
の
註
釈
書
、
さ
ら
に
は
工
匠
お
よ
び
画
師
を
送
っ
て
ほ
し
い
と
請
う
て
容
れ
ら
れ
た
。

ね
は
ん

五
四
一
年
の
こ
と
で
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
右
か
ら
左
に
わ
た
す
よ
う
に
（
欽
明
天
皇
十
三
年
）
、
こ
の
王
は
日
本
に
仏
教
や
経
論
を
送
っ
て
き
て
い
る
。 

　

つ
ま
り
は
六
朝
文
化
が
、
百
済
を
通
じ
て
日
本
へ
洩
れ
つ
づ
け
た
と
い
っ
て
い
い
。
当
時
の
日
本
は
、
長
江
の
中
下
流
に
あ
る
六
朝
の
こ
と
を
、 

も

「
呉
」 

く
れと

よ
ん
で
い
た
。
六
朝
の
中
国
語
―
―
健
康
（
南
京
）
の
こ
と
ば
―
―
を
〝
呉
音
〟
と
よ
び
、
漢
籍
も
仏
典
も
す
べ
て
呉
音
で
音
じ
た
。 

ご
お
ん

い
ま
な
お
、
ふ
る
い
時
代
に
日
本
語
の
な
か
に
入
っ
た
漢
字
表
記
の
こ
と
ば
は
、
呉
音
つ
ま
り
六
朝
語
で
音
ず
る
の
で
あ
る
。 

上
代
日
本
は
、
六
朝
が
ほ
ろ
ん
で
か
ら
、
遣
隋
・
遣
唐
使
を
派
遣
す
る
よ
う
に
な
り
、
使
節
団
が
長
安
に
入
っ
て
音
が
異
な
る
こ
と
に
お
ど
ろ
き
、
ト
ウ
ワ
ク
し
た
。
あ
ら
た
に
導

⑤

入
し
た
長
安
音
は
〝
漢
音
〟
と
よ
ば
れ
、
い
ま
な
お
呉
漢
両
様
が
併
用
さ
れ
て
い
る
。 

呉
音
と
い
う
六
朝
の
音
は
日
本
語
の
な
か
に
豊
富
に
の
こ
っ
て
い
る
が
、
数
詞
が
呉
音
で
あ
る
こ
と
は
暗
示
的
で
あ
る
。 

つ
ま
り
、
イ
チ
・
ニ
・
サ
ン
と
呉
音
で
よ
ん
で
、
漢
音
で
あ
る
イ
ツ
・
ジ
・
サ
ン
と
は
い
わ
な
い
の
で
あ
る
。
暦
も
そ
う
で
あ
る
。
正
月
元
日
は
漢
音
な
ら
セ
イ
ゲ
ツ
・
ゲ
ン
ジ
ツ

だ
が
、
呉
音
で
な
け
れ
ば
日
本
語
に
な
ら
な
い
。 

奈
良
・
平
安
朝
は
す
で
に
中
国
で
は
唐
の
時
代
だ
し
、
遣
唐
使
も
派
遣
し
て
い
た
が
、
し
か
し
六
朝
の
遺
風
は
消
え
ず
、
貴
族
制
は
厳
守
さ
れ
、
と
く
に
平
安
貴
族
の
文
化
を
特
徴

づ
け
る
風
流
韻
事
は
〝
清
談
〟
こ
そ
な
け
れ
、
六
朝
の
風
が
そ
の
ま
ま
つ
づ
い
た
。
要
す
る
に
、
公
家
は
た
っ
ぷ
り
と
六
朝
ふ
う
だ
っ
た
。 

（
司
馬
遼
太
郎
、
『
こ
の
国
の
か
た
ち 

一
』
よ
り
） 

 

※
問
題
作
成
に
当
た
り
、
本
文
の
漢
字
に
ふ
り
が
な
を
付
け
、
あ
る
い
は
省
い
た
箇
所
が
あ
る
。 

※
壺
中
の
天　

俗
世
間
と
か
け
離
れ
別
世
界
の
こ
と 

  

諸
橋　

諸
橋
轍
次
。
漢
学
者
で
「
大
漢
和
辞
典
」
を
編
さ
ん
。 

   

問
一　

傍
線
部
①
～
⑤
に
つ
い
て
、
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
、
漢
字
に
は
読
み
が
な
を
記
せ
。 

 

問
二　

傍
線
部
（
１
）
「
中
国
の
な
が
い
歴
史
の
な
か
で
も
、
め
ず
ら
し
い
時
代
だ
っ
た
」
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
に
言
う
の
は
な
ぜ
か
。
「
～
時
代
だ
か
ら
」
に
つ
な
が
る
形
で
、

　
　

文
中
か
ら
二
十
字
以
内
で
書
き
抜
け
。 

 

問
三 

傍
線
部
（
２
）
「
史
上
類
の
な
い
異
様
さ
」
と
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
を
特
徴
づ
け
る
具
体
的
な
内
容
を
４
つ
、
ア
～
キ
か
ら
選
び
記
号
で
記
せ
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

 
  

 

ア　

官
僚　
　

イ　

貴
族　
　

ウ　

老
荘
思
想　
　

エ　

儒
教　
　

オ　

仏
教　
　

カ　

風
流　
　

キ　

政
治
主
義 

　

 問
四　

傍
線
部
（
Ａ
）
「
無
風
流
」
、
（
Ｂ
）
「
散
文
」
に
つ
い
て
、
ⅰ
、
ⅱ
に
答
え
よ
。 

　

 

ⅰ
「
無
風
流
」
の
読
み
が
な
を
記
し
、
ま
た
同
じ
意
味
の
語
句
を
、
文
中
か
ら
書
き
抜
け
。 

ⅱ
「
散
文
」
の
対
義
語
を
漢
字
で
記
せ
。 

 

問
五　

傍
線
部
（
３
）
「
中
国
史
は
壺
中
の
仙
境
か
ら
本
来
の
大
河
に
入
る
」
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
分
か
り
や
す
く
四
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。 

 

問
六　

傍
線
部
（
４
）
「
古
代
日
本
に
ま
っ
さ
き
に
入
っ
て
き
た
〝
中
国
文
明
〟
は
、
の
ち
の
隋
・
唐
よ
り
も
、
六
朝
文
化
だ
っ
た
。
こ
れ
は
後
世
へ
の
文
化
遺
伝
の
因
子
と
し
て
決

　
　

定
的
だ
っ
た
」
と
あ
る
が
、
六
朝
文
化
が
日
本
に
与
え
た
影
響
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
三
十
字
以
内
で
記
せ
。 
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解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
せ
よ
。 

 

３　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
一
～
問
四
に
答
え
よ
。 

 　

オ
ノ
マ
ト
ペ
は
最
近
注
目
さ
れ
て
い
る
言
葉
で
す
が
、
そ
の
特
殊
性
が
よ
く
話
題
と
な
り
ま
す
。
一
般
的
な
言
葉
と
ど
こ
が
違
う
の
で
し
ょ
う
か
。 

（
１
）

　

一
般
的
な
言
葉
は
、
音
と
意
味
に　

Ａ　

的
な
対
応
関
係
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ネ
コ
と
言
わ
れ
た
ら
、
ニ
ャ
ア
と
鳴
く
、
自
由
で
マ
イ
ペ
ー
ス
な
動
物
を
イ
メ
ー
ジ
し
ま

す
が
、
ネ
コ
と
い
う
音
と
ネ
コ
と
い
う
動
物
の
対
応
関
係
は
た
ま
た
ま
で
あ
っ
て
、
日
本
語
を
話
す
人
が
共
通
し
て
理
解
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
ネ
コ
と
い
う
名
前
の
か

わ
り
に
イ
ヌ
と
い
う
名
前
で
も
よ
い
わ
け
で
す
。 

　

と
こ
ろ
が
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
場
合
は
そ
う
は
い
き
ま
せ
ん
。
小
さ
い
子
ど
も
が
「
ニ
ャ
ア
ニ
ャ
ア
が
い
る
」
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
ネ
コ
を
指
し
、
「
ワ
ン
ワ
ン
が
い

る
」
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
イ
ヌ
を
指
し
、
そ
れ
が
逆
に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
「
ニ
ャ
ア
ニ
ャ
ア
」
「
ワ
ン
ワ
ン
」
と
い
う
名
前
は
動
物
の
鳴
き
声
と

結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
で
す
。
音
と
意
味
の
あ
い
だ
に　

Ａ　

的
な
結
び
つ
き
が
あ
る
。
そ
れ
が
擬
音
語
の
特
徴
で
す
。 

　

で
は
、　

Ｂ　

語
で
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
擬
音
語
ほ
ど
は
音
と
意
味
の
あ
い
だ
に　

Ａ　

的
な
結
び
つ
き
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
も
イ
メ
ー
ジ

は
明
確
に
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。 

　

た
と
え
ば
、
「
は
ら
は
ら
」
「
ぱ
ら
ぱ
ら
」
「
ば
ら
ば
ら
」
を
比
較
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
上
か
ら
降
っ
て
き
そ
う
な
も
の
と
し
て
何
が
考
え
ら
れ
ま
す
か
。
「
は
ら
は

ら
」
は　

Ｃ　

、
「
ぱ
ら
ぱ
ら
」
は
雨
、
「
ば
ら
ば
ら
」
は
あ
ら
れ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

・　

Ｃ　

が
は
ら
は
ら
降
っ
て
き
た
。 

 
 

・
雨
が
ぱ
ら
ぱ
ら
降
っ
て
き
た
。 

・
あ
ら
れ
が
ば
ら
ば
ら
降
っ
て
き
た
。 

 

　
　

Ｃ　

は
「
風
花
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
舞
い
落
ち
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。
ほ
か
に
「
は
ら
は
ら
」
と
舞
い
落
ち
て
き
そ
う
な
の
は
桜
の
花
び
ら
で
し
ょ
う
か
。

か
ざ
は
な

雨
は
降
り
は
じ
め
は
「
ぱ
ら
ぱ
ら
」
と
雨
粒
が
落
ち
て
き
て
、
激
し
く
な
る
と
「
ざ
ー
ざ
ー
」
と
な
り
ま
す
。
あ
ら
れ
は
小
さ
い
粒
な
ら
「
ぱ
ら
ぱ
ら
」
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
大
き
い
粒
は
「
ば
ら
ば
ら
」
が
ふ
さ
わ
し
い
で
し
ょ
う
。
も
し
空
か
ら
小
判
が
降
っ
て
き
て
も
（
残
念
な
が
ら
見
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
）
「
ば
ら
ば
ら
」
と 

 

な
り
そ
う
で
す
。 

　

こ
の
よ
う
に
、
粒
さ
え
感
じ
ら
れ
な
い
も
の
は
「
は
ら
は
ら
」
、
小
さ
い
粒
は
「
ぱ
ら
ぱ
ら
」
、
大
き
い
粒
は
「
ば
ら
ば
ら
」
と
い
う
印
象
と
対
応
し
ま
す
。 

　

皮
膚
の
痛
み
を
表
す
「
ひ
り
ひ
り
」
「
ぴ
り
ぴ
り
」
「
び
り
び
り
」
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
も
っ
と
も
ヒ
ョ
ウ
ソ
ウ
的
で
細
か
な
感
覚
は
「
ひ
り
ひ
り
」
、
ネ
コ
の
爪

①

の
よ
う
な
鋭
い
も
の
で
引
っ
か
か
れ
る
と
「
ぴ
り
ぴ
り
」
で
し
ょ
う
か
。
も
っ
と
も
奥
ま
で
届
く
激
し
い
痛
み
は
「
び
り
び
り
」
で
、
ス
タ
ン
ガ
ン
な
ど
で
感
電
し
た
と

き
の
し
び
れ
る
よ
う
な
痛
み
で
す
。
「
ひ
り
ひ
り
」
「
ぴ
り
ぴ
り
」
「
び
り
び
り
」
も
痛
み
の
激
し
さ
で
異
な
り
、
こ
の
順
で
痛
み
が
増
し
て
き
ま
す
。 

　

震
え
を
表
す
「
ふ
る
ふ
る
」
「
ぷ
る
ぷ
る
」
「
ぶ
る
ぶ
る
」
も
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
「
ふ
る
ふ
る
」
は
も
っ
と
も
小
刻
み
に
揺
れ
る
震
え
で
、
皿
の
う
え
の
プ
リ
ン

ふ
る

が
細
か
く
振
動
し
て
い
る
と
き
に
使
え
ま
す
。
「
ぷ
る
ぷ
る
」
は
小
動
物
が
震
え
る
様
子
な
ど
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
ま
す
。
ハ
ム
ス
タ
ー
の
ほ
っ
ぺ
や
イ
ン
コ
の
尾
っ
ぽ
は

「
ぷ
る
ぷ
る
」
し
そ
う
で
す
。
「
ぶ
る
ぶ
る
」
は
震
え
が
も
っ
と
も
大
き
そ
う
で
、
大
き
な
動
物
が
寒
さ
で
震
え
て
い
た
り
、
小
さ
な
動
物
で
も
命
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ

て
激
し
く
震
え
て
い
る
と
き
に
は
「
ぶ
る
ぶ
る
」
に
な
り
ま
す
。
「
ふ
る
ふ
る
」
「
ぷ
る
ぷ
る
」
「
ぶ
る
ぶ
る
」
も
震
え
の
激
し
さ
で
異
な
り
、
こ
の
順
で
震
え
が
大
き

く
な
り
ま
す
。 

　

食
べ
物
を
こ
ぼ
す
様
子
を
表
す
「
ほ
ろ
ほ
ろ
」
「
ぽ
ろ
ぽ
ろ
」
「
ぼ
ろ
ぼ
ろ
」
も
同
じ
傾
向
が
見
ら
れ
そ
う
で
す
。
「
ほ
ろ
ほ
ろ
」
で
あ
れ
ば
実
際
に
食
べ
物
が
こ
ぼ

（
２
）

れ
る
こ
と
は
な
く
、
皿
の
う
え
で
、
あ
る
い
は
口
の
な
か
で
抵
抗
感
な
く
ク
ズ
れ
て
い
く
様
子
を
表
し
そ
う
で
す
。
一
方
、
「
ぽ
ろ
ぽ
ろ
」
「
ぼ
ろ
ぼ
ろ
」
は
、
い
ず
れ

②

も
食
事
を
し
て
い
る
幼
い
子
が
食
べ
物
を
こ
ぼ
す
様
子
を
表
し
ま
す
が
、
「
ぽ
ろ
ぽ
ろ
」
よ
り
も
「
ぼ
ろ
ぼ
ろ
」
の
ほ
う
が
こ
ぼ
す
様
子
の
激
し
さ
が
伝
わ
り
ま
す
。 

　

こ
れ
ら
は
ハ
行
の
子
音
の
一
例
で
す
が
、
清
音
の
ハ
行
で
あ
れ
ば
程
度
や
大
き
さ
が
小
さ
く
、
半
濁
音
の
パ
行
で
あ
れ
ば
中
間
で
、
濁
音
の
バ
行
で
あ
れ
ば
大
き
い
こ

は
ん
だ
く
お
ん

と
が
わ
か
り
ま
す
。
音
と
意
味
に
一
定
の
対
応
関
係
が
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
特
殊
性
で
あ
り
、
専
門
的
に
は

音
象
徴

（s
ou

nd 
sy

mb
ol

is
m

）
と

お
ん
し
よ
う
ち
よ
う

呼
ば
れ
ま
す
。 

（
石
黒
圭
、
『
コ
ミ
ュ
力
は
「
副
詞
」
で
決
ま
る
』
よ
り
）       



（2024 －
 

般 

Ⅲ
） 

学
力
検
査
問
題 

[

国
語]

(

そ
の
六)

  
  

  
 

解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
せ
よ
。   

問
一　

傍
線
部
①
、
②
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
せ
。 

 

問
二　

空
欄
Ａ
～
Ｃ
に
適
語
を
入
れ
よ
。 

 

問
三　

傍
線
部
（
１
）
「
一
般
的
な
言
葉
と
ど
こ
が
違
う
の
で
し
ょ
う
か
」
と
あ
る
が
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
一
般
的
な
言
葉
と
ど
こ
が
違
う
の
か
。
そ
れ
を
説
明
し
て
い
る

　
　

部
分
を
文
中
か
ら
十
五
字
以
内
で
抜
き
出
し
、
解
答
を
完
成
さ
せ
よ
。 

 

問
四　

傍
線
部
（
２
）
「
同
じ
傾
向
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
そ
れ
を
説
明
し
て
い
る
箇
所
を
文
中
か
ら
五
十
字
以
内
で
抜
き
出
し
、
最
初
と
最
後
の
五
字
を 

記
せ
。 
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 受
　
験

 

　
　
　
　

  
 
  

 
 
  

 
  

 
  
 
 
  
 
  

解
答
用
紙 

[

国
語]

 
 

　
　
　

  
 
  

 
 

　
般 

Ⅲ  

 

番
　
号

 

　
　
　
　

 
 
  

 
  

 
 
  

 
  

 
  

 
 
  

 

 
  

  
  

  
   

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

  
   

  
  

  
  

  
   

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

   
  

  
  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

   
  
  

  
 

   
  

１ 
  問

一

①

②

 
  

  
  

  

③

  
 

④

⑤

問
二

Ａ

Ｄ

  
  

   
  

  
  

  
  

  
   

  
  

  
  

  
   

  
  
  

  
  

  
   

  
  

  
 
 

 
   

  
  

  
  

  
   

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

 

問
三

Ｂ

Ｃ
 
  

  
  

  
   

  
  

  
  

  
   

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

  
   

  
  
  

  
 

問
四

  

 

問
五

 問
六

　
　
　 

　問
七

    

２ 
  問

一

①

②

   
  

  
  

③

 
  

④

⑤

　
　
　 

問
二

 

時　

代　

だ　

か　

ら
。

   
  

  
  

  
  

  
   

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

  
   

  
  
  

  
  

   
  

  
  

 

 
   

  
  

  
  

  
   

 

問
三

 
   

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

  
   

 

問
四

ⅰ

（
読
み
が
な
）

（
意
味
）

ⅱ

 問
五

 問
六

  

３  
 

 
  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

  
   

  
  
  

  
  

 

問
一

①

②

  
  

  
   

  
  

 
   

  
  

  
  

  
   

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

  
   

  
  

  
 

 
  

  
   

  
  

  
  

  
   

  
  

  
  

  
 

問
二

Ａ

Ｂ

Ｃ

  
  

  
  

  
  

  
   

  

問
三

と　

こ　

ろ　

。

問
四

～
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解
答
用
紙 

[

国
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般 

Ⅲ  

 

番
　
号

 

　
　
　
　

 
 
  

 
  

 
 
  

 
  

 
  

 
 
  

 

 
  

  
  

  
   

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

  
   

  
  

  
  

  
   

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

   
  

  
  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

   
  
  

  
 

   
  

１ 
  問

一

①

や
わ

②

代
替

③

十
全  

 

④

流
布

⑤

裕
福

問
二

Ａ

エ

Ｄ

イ

  
  

   
  

  
  

  
  

  
   

  
  

  
  

  
   

  
  
  

  
  

  
   

  
  

  
 
 

 
   

  
  

  
  

  
   

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

 

問
三

Ｂ

無
限

Ｃ

有
限

 
  

  
  

  
   

  
  

  
  

  
   

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

  
   

  
  
  

  
 

問
四

敬

意

  

を

 
 

も

 
 

っ

て

、

大

切

に

死

者

を

扱

う

姿

 

利

潤

を

生

み

出

し

拡

大

し

て

い

く

資

本

主

義

の

シ

ス

 

 

問
五

テ

ム

は

、

過

去

 
か

ら

未

来

へ

構

成

員

と

領

域

を

継

承

 

 

し

て

い

く

本

質

の

共

同

体

と

は

無

関

係

だ

か

ら

。

問
六

普

通

の

機

能

集

団

 

　
　
　

セ

ー

フ

テ

ィ

ー

ネ

ッ

ト

の

役

割

を

 

担

う

中

間

集

団

が

  
  

 

問
七

衰

退

し

、

個

人

の

狐

立

が

米

国

よ

り

も

深

ま

っ

た

と

い

う

こ

と

。

 

２ 
  問

一

①

濃
密

②

必
須

③

過
剰 

  

④

い
た

⑤

当
惑

 

文

化

と

い

う

も

の

に

最

高

の

価

値

が

お

か

れ

た

 

問
二

 

時　

代　

だ　

か　

ら
。

  
   

  
  

  
  

  
   

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

  
   

  
  
  

  
  

   
  

  
  

 

 
   

  
  

  
  

  
  

  

問
三

イ

ウ

オ

カ

 
   

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

  
   

 

問
四

ⅰ

（
読
み
が
な
） 

ぶ
ふ
う
り
ゅ
う

（
意
味
） 

  

野
暮

ⅱ

韻
文

 

中

国

の

歴

史

が

文

化

に

価

値

を

お

く

時

代

か

ら

政

治

問
五

主

義

の

時

代

に

も

ど

る

と

い

う

こ

と

。

 

日

本

語

の

漢

字

表

記

や

数

詞

の

発

音

に

呉

音

が

多

く

問
六

残

さ

れ

て

い

る

こ

と

。

  

３  
 

 
  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

   
  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
 

問
一

①

表
層

②

崩

  
  

  
  

  
  

  
   

  
  

  
  

  
   

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

   
  
  

  
  

 

 
  

  
   

  
  

  
  

  
   

  
  

  
  

  
 

問
二

Ａ

必
然

Ｂ

 

擬
態

Ｃ

雪

 
   

  
  

  
  

  
   

  

問
三

音

と

意

味

に

一

定

の

対

応

関

係

が

あ

る

と　

こ　

ろ　

。

問
四

清

音

の

ハ

行

～

大

き

い

こ

と

      


