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[

問
題
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
六
に
答
え
よ
。

「
清
貧
」
は
消
極
的
な
禁
欲
原
理
と
し
か
受
取
ら
れ
ず
、
そ
れ
が
ア
ジ
ア
の
汎
神
論
的
な
感
性
を
も
と
と
し
た
積
極
的
な
宇
宙
と
の
一
体
化
原
理
で
あ
る
と
ま
で
は
か

(

１)
(

注)

れ
ら
に
は
想
像
も
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
植
物
も
動
物
も
、
花
も
鳥
も
、
山
も
川
も
、
す
べ
て
が
人
間
と
同
等
な
生
命
の
顕
現
で
あ
る
と
感
じ
る
感
性
を
、
と
く
に

①

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
理
解
し
て
も
ら
う
の
は
む
ず
か
し
い
。
か
れ
ら
は
人
間
を
自
然
に
対
し
て
優
位
に
立
つ
存
在
と
信
じ
、
自
然
は
人
間
が
管
理
し
従
わ
せ
る
べ
き
対
象
と

こ
そ
見
做
す
が
、
そ
こ
に
人
間
と
同
質
の
神
性
を
認
め
る
こ
と
な
ど
及
び
も
つ
か
な
い
。

Ａ

、
わ
れ
わ
れ
は
高
山
を
と
く
に
神
性
の
顕
現
と
認
め
、
「
お
山
に

参
詣
す
る
」
が
、
か
れ
ら
は
高
山
を
「
征
服
」
す
べ
き
対
象
と
感
じ
る
ら
し
い
と
こ
ろ
か
ら
も
、
そ
の
感
覚
の
違
い
は
明
ら
か
だ
。
そ
こ
で
わ
た
し
は
さ
ら
に
こ
う
い
う

(

２)

ふ
う
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

み
な
さ
ん
の
中
に
は
日
本
式
庭
園
を
見
た
方
も
い
る
で
し
ょ
う
が
、
あ
れ
は
ま
っ
た
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
庭
園
と
違
う
原
理
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
が
庭
園
に

求
め
て
来
た
の
は
あ
る
が
ま
ま
の
自
然
の
再
現
で
す
。
日
本
の
昔
の
巨
匠
た
ち
は
そ
こ
で
庭
園
の
中
に
池
を
掘
り
、
山
を
築
き
、
松
や
竹
や
、
桜
や

楓
や
、
自
然
界
の

か
え
で

植
物
を
植
え
、
能
う
か
ぎ
り
そ
こ
に
、
人
間
の
手
で
作
っ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
人
為
の
影
を
残
さ
な
い
小
宇
宙
を
作
ろ
う
と
し
ま
し
た
。
修
学
院
離
宮
と
か
桂
離
宮
と

あ
た

か
、
江
戸
時
代
初
期
に
作
ら
れ
た
庭
園
で
今
に
残
さ
れ
て
い
る
も
の
を
見
れ
ば
、
一
目
で
そ
の
こ
と
が
納
得
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

こ
れ
に
反
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
庭
園
は
、
た
と
え
ば
ウ
ィ
ー
ン
の
シ
ェ
ー
ン
ブ
ル
ン
宮
殿
の
庭
園
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
左
右
対
称
の
シ
ン
メ
ト
リ
ッ
ク
な
作
り
で
、
幾

何
学
的
な
整
然
た
る
秩
序
の
実
現
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
木
々
は
徹
底
的
に
刈
り
込
ま
れ
、
も
は
や
樹
木
と
し
て
の
元
の
形
を
と
ど
め
ぬ
く
ら
い
人
為
的
な
形
態
に
さ
れ

て
い
る
し
、
池
は
完
全
な
円
形
か
四
角
形
で
、
噴
水
も
人
力
を
誇
示
す
る
も
の
で
す
。
つ
ま
り
そ
こ
で
は
自
然
は
徹
底
的
に
人
間
に
支
配
管
理
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
支
配

②

と
管
理
が
み
ご
と
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
な
た
方
は
美
を
感
じ
て
い
る
よ
う
で
す
。

あ
の
シ
ェ
ー
ン
ブ
ル
ン
宮
殿
や
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿
の
庭
園
を
見
た
と
き
わ
た
し
は
、
し
か
し
、
そ
こ
に
た
だ
王
侯
に
よ
る
富
と
力
の
誇
示
し
か
感
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。

か
れ
ら
は
自
然
を
さ
え
も
完
全
に
支
配
す
る
こ
と
で
、
そ
の
力
が
神
に
ヒ
ッ
テ
キ
す
る
く
ら
い
強
い
こ
と
を
示
し
た
が
っ
て
い
る
の
か
、
と
思
っ
た
ほ
ど
で
す
。

③

こ
の
感
性
の
違
い
は
非
常
に
大
き
く
、
根
本
的
で
、
わ
た
し
は
こ
こ
で
西
欧
文
化
と
日
本
文
化
の
比
較
論
を
や
ろ
う
と
は
思
い
ま
せ
ん
が
、
わ
た
し
の
好
み
か
ら
い
え

ば
、
わ
た
し
は
シ
ェ
ー
ン
ブ
ル
ン
庭
園
の
整
然
た
る
秩
序
に
感
心
は
す
る
が
美
し
い
と
は
感
じ
な
い
。
だ
い
た
い
わ
た
し
以
上
の
年
輩
の
日
本
人
な
ら
た
ぶ
ん
そ
う
感
じ

(

３)

る
は
ず
で
、
い
つ
か
ド
ウ
ホ
ウ
の
老
年
の
教
授
を
シ
ェ
ー
ン
ブ
ル
ン
庭
園
に
案
内
し
て
い
っ
た
ら
、
教
授
は
庭
園
全
体
を
見
下
ろ
す
台
に
立
っ
て
見
回
し
、
「
ふ
ん
、
こ

④

れ
だ
け
の
も
の
か
」
と
言
っ
て
、
そ
れ
以
上
見
て
回
る
こ
と
を
拒
否
し
た
も
の
で
し
た
。

Ｂ

帰
り
の
車
の
中
で
あ
れ
に
較
べ
た
ら
日
本
の
庭
園
が
ど
ん
な
に
美

し
い
か
を
縷
々
力
説
し
て
い
ま
し
た
。

る

る

こ
の
老
教
授
の
意
見
は
わ
た
し
に
も
納
得
の
い
く
も
の
で
、
日
本
の
住
居
は
庭
園
ば
か
り
で
な
く
家
屋
も
自
然
に
た
い
し
て
同
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。
西
欧

の
家
屋
が
外
部
に
対
し
て
内
部
を
閉
し
、
自
己
防
衛
的
、
閉
鎖
的
で
あ
る
の
に
た
い
し
、
日
本
家
屋
は
広
い
開
口
部
を
設
け
て
自
然
に
向
か
っ
て
自
己
を
開
放
し
て
い
ま

す
。
内
部
に
も
閉
鎖
空
間
を
作
ら
ず
、

襖

あ
る
い
は
障
子
と
い
っ
た
自
由
な
間
仕
切
り
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
る
だ
け
で
、
ふ
だ
ん
は
そ
れ
も
開
放
さ
れ
家
の
中
全
体
が

ふ
す
ま

し
ょ
う
じ

ま

じ

き

外
の
自
然
と
つ
な
が
り
あ
っ
て
い
ま
す
。
風
も
光
も
自
然
は
そ
の
表
情
を
そ
の
ま
ま
家
屋
の
中
に
持
ち
こ
み
、
人
は
家
の
中
に
い
て
も
自
然
の
変
化
を
と
も
に
で
き
る
の

で
す
。
日
本
の
気
候
が
温
和
だ
か
ら
で
き
る
こ
と
で
す
が
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
い
う
自
然
と
一
体
に
な
っ
た
住
居
を
理
想
と
し
て
来
た
の
で
し
た
。
だ
か
ら
そ
れ
は
草
庵

の
思
想
の
延
長
と
い
っ
て
も
よ
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

現
在
、
日
本
で
は
家
屋
は
財
産
に
し
て
消
費
材
と
見
做
さ
れ
、
建
て
か
え
る
と
き
な
ど
は
大
型
ク
レ
ー
ン
で
一
挙
に
叩
き
潰
し
、
全
部
を
同
じ
一
つ
の
ゴ
ミ
に
し
て
し

ま
い
ま
す
。
建
て
か
え
作
業
の
た
び
に
そ
う
い
う
無
残
な
光
景
に
接
し
て
わ
た
し
は
悲
し
く
な
り
ま
す
が
、
か
つ
て
は
絶
対
に
そ
ん
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
瓦
は
瓦
で

一
枚
一
枚
テ
イ
ネ
イ
に
は
が
し
、
古
瓦
で
す
が
使
用
に
耐
え
う
る
か
ぎ
り
安
建
築
用
に
再
利
用
し
た
の
で
す
。
柱
も
桁
も
貫
も
す
べ
て
木
材
部
は
解
体
し
（
解
体
し
う
る

⑤

(

注)

け
た

ぬ
き

よ
う
に
組
立
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
）
、
も
う
一
度
別
の
と
こ
ろ
で
組
立
て
て
使
い
ま
し
た
。

家
屋
は
そ
ん
な
ふ
う
に
、
自
然
に
対
し
て
開
放
さ
れ
自
然
と
と
も
に
あ
る
と
同
時
に
、
解
体
再
利
用
さ
れ
う
る
も
の
と
し
て
も
あ
っ
た
わ
け
で
、
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
は

お
よ
そ
も
の
を
ム
ダ
に
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
す
。

わ
れ
わ
れ
の
祖
先
は
自
然
と
同
化
し
、
自
然
の
中
に
あ
っ
て
そ
の
幽
気
に
ひ
た
る
こ
と
を
好
ん
だ
の
で
す
。
池
大
雅
は
南
画
と
い
わ
れ
る
中
国
の
山
水
画
を
学
ぶ
と
こ

(

４)

ゆ
う

き

(

注)

い
け
の
た
い
が

ろ
か
ら
出
発
し
、
彼
も
ま
た
好
ん
で
深
山
幽
谷
の
中
に
仙
人
（
脱
俗
の
人
び
と
）
が
住
む
風
景
を
描
き
ま
し
た
。
そ
の
画
題
は
も
と
中
国
の
文
人
に
好
ま
れ
た
も
の
で
、

し
ん
ざ
ん
ゆ
う
こ
く

中
国
文
化
に
も
自
然
と
の
合
体
を
よ
し
と
す
る
風
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
大
雅
と
そ
の
時
代
の
人
び
と
は
、
自
然
の
な
か
の
亭
と
い
う
小
さ
な
住
居
に
住
み
、

ち
ん

利
得
の
世
間
か
ら
遠
く
離
れ
て
脱
俗
の
生
活
を
す
る
こ
と
を
、
な
に
よ
り
も
の
理
想
と
し
た
の
で
し
た
。

（
中
野

孝
次
、
『
清
貧
の
思
想
』
よ
り
）
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[

問
題
そ
の
二]

解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
せ
よ
。

（
注
）

か
れ
ら

こ
こ
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
を
指
す
。

桁

家
屋
の
柱
と
柱
の
間
の
長
辺
に
か
け
る
水
平
の
材
木
。
垂
木
の
上
に
渡
す
。

貫

木
造
建
築
で
柱
等
の
垂
直
材
間
に
通
す
水
平
の
材
木
。
柱
の
中
間
に
渡
す
。

池
大
雅

江
戸
時
代
の
文
人
画
家
、
書
家
。

問
一

傍
線
部
①
～
⑤
の
漢
字
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
示
し
、
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
せ
。

①

顕
現

②

誇
示

③

ヒ
ッ
テ
キ

④

ド
ウ
ホ
ウ

⑤

テ
イ
ネ
イ

問
二

Ａ

、

Ｂ

に
適
す
る
接
続
詞
を
次
の
ア
～
オ
か
ら
選
び
、
記
号
で
記
せ
。

ア

す
な
わ
ち

イ

そ
し
て

ウ

し
た
が
っ
て

エ

し
か
し

オ

た
と
え
ば

問
三

傍
線
部
（
１
）
「
汎
神
論
的
な
感
性
」
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
説
明
し
て
い
る
表
現
を
本
文
か
ら
四
十
五
字
以
内
で
抜
き
出
し
、
は
じ
め
と
終
わ
り
の
七
字
で

記
せ
。
（
句
読
点
を
含
む
）

問
四

傍
線
部
（
２
）
「
そ
の
感
覚
の
違
い
」
に
つ
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
美
の
感
じ
方
を
説
明
し
て
い
る
箇
所
を
本
文
か
ら
四
十
字
以
内
で
抜
き
出
し
、
は
じ
め

と
終
わ
り
の
七
字
で
記
せ
。
（
句
読
点
を
含
む
）

問
五

傍
線
部
（
３
）
「
わ
た
し
は
シ
ェ
ー
ン
ブ
ル
ン
庭
園
の
整
然
た
る
秩
序
に
感
心
は
す
る
が
美
し
い
と
は
感
じ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
を
、

三
十
字
以
内
で
文
中
か
ら
書
き
抜
け
。

問
六

傍
線
部
（
４
）
「
自
然
と
同
化
し
、
自
然
の
中
に
あ
っ
て
そ
の
幽
気
に
ひ
た
る
こ
と
」
と
は
ど
の
よ
う
な
状
態
を
い
う
の
か
。
文
中
の
語
句
を
用
い
て
具
体
的
に

ゆ
う

き

四
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
語
句
を
五
字
以
内
で
書
き
抜
け
。
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[

問
題
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
七
に
答
え
よ
。

知
人
か
ら
こ
ん
な
話
を
聞
い
た
。
あ
る
人
が
、
京
都
の
嵯
峨
で
月
見
の
宴
を
し
た
。
も
っ
と
も
月
見
の
宴
と
い
う
よ
う
な
大
袈
裟
な
も
の
で
は
な
く
、
集
っ
て
一
杯
や

げ

さ

っ
た
の
が
、
た
ま
た
ま
十
五
夜
の
夕
で
あ
っ
た
と
い
っ
た
よ
う
な
事
だ
っ
た
ら
し
い
。
平
素
、
月
見
な
ど
に
は
全
く
無
関
心
な
若
い
会
社
員
た
ち
が
多
く
、
そ
う
い
う
若

い
人
ら
し
く
賑
や
か
に
酒
盛
り
が
始
ま
っ
た
が
、
話
の
合
い
間
に
、
誰
か
が
山
の
方
に
目
を
向
け
る
と
、
こ
れ
に
釣
ら
れ
て
誰
か
の
目
も
山
の
方
に
向
く
。
月
を
待
つ
想

に
ぎ

い
の
誰
の
心
に
も
あ
る
の
が
、
い
わ
ず
語
ら
ず
の
う
ち
に
通
じ
合
っ
て
い
る
。
や
が
て
、
山
の
端
に
月
が
上
る
と
、
一
座
は
、
期
せ
ず
し
て
お
月
見
の
気
分
に
支
配
さ
れ

は

(

Ａ)

た
。
暫
く
の
間
、
誰
の
目
も
月
に
吸
寄
せ
ら
れ
、
誰
も
月
の
事
し
か
い
わ
な
い
。

し
ば
ら

こ
こ
ま
で
は
、
当
た
り
前
な
話
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
席
に
、
た
ま
た
ま
ス
イ
ス
か
ら
来
た
客
人
が
幾
人
か
い
た
、
彼
等
は
驚
い
た
の
で
あ
る
。
彼
等
に
は
、
一

(

１)

変
し
た
と
見
え
る
一
座
の
雰
囲
気
が
、
ど
う
し
て
も
理
解
出
来
な
か
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
一
人
が
、
今
夜
の
月
に
は
何
か
異
変
が
あ
る
の
か
、
と
、
茫
然
と
月
を
眺
め
て

(

Ｂ)

い
る
隣
り
の
日
本
人
に
、
怪
訝
な
顔
附
で
質
問
し
た
と
い
う
の
だ
が
、
そ
の
顔
附
が
、
い
か
に
も
面
白
か
っ
た
、
と
知
人
は
話
し
た
。

け

げ

ん

か
お
つ
き

ス
イ
ス
の
人
だ
っ
て
、
無
論
、
自
然
の
美
し
さ
を
知
ら
ぬ
わ
け
は
な
か
っ
た
ろ
う
し
、
日
本
に
は
お
月
見
の
習
慣
が
あ
る
と
説
明
す
れ
ば
、
理
解
し
な
い
事
も
あ
る
ま

い
。
し
か
し
、
そ
ん
な
事
は
、
み
な
大
雑
把
な
話
で
あ
り
、
心
の
深
み
に
は
い
っ
て
行
く
と
、
自
然
に
つ
い
て
の
感
じ
方
の
、
私
た
ち
と
は
ど
う
し
て
も
違
う
質
が
あ
る
。

ざ

っ

ぱ

こ
れ
は
口
で
は
い
え
な
い
も
の
だ
し
、
ま
た
そ
れ
故
に
、
私
た
ち
は
、
い
か
に
も
日
本
人
ら
し
く
自
然
を
感
じ
て
い
る
に
つ
い
て
平
素
は
意
識
も
し
な
い
。
た
ま
た
ま
ス

(

２)

イ
ス
人
と
い
っ
し
ょ
に
月
見
を
し
て
、
な
る
ほ
ど
と
自
覚
す
る
が
、
こ
の
自
覚
も
ま
た
、
一
種
の
感
じ
で
あ
っ
て
、
は
っ
き
り
し
た
言
葉
に
は
な
ら
な
い
。
ス
イ
ス
人
の

怪
訝
な
顔
附
が
面
白
か
っ
た
で
ス
マ
ス
よ
り
ほ
か
は
な
い
。

①

こ
の
日
本
人
同
士
で
な
け
れ
ば
、
容
易
に
通
じ
難
い
、
自
然
の
感
じ
方
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
、
在
来
の
日
本
の
文
化
の
姿
に
、
注
意
す
れ
ば
ど
こ
に
で
も
感
じ
ら
れ
る
。

(

３)特
に
、
文
学
な
り
美
術
な
り
は
、
こ
の
細
か
な
感
じ
方
が
基
礎
と
な
っ
て
育
っ
て
来
た
、
と
い
え
ば
、
こ
れ
は
ま
ず
タ
イ
ガ
イ
の
人
々
が
納
得
し
て
い
る
事
だ
ろ
う
。
と

②

こ
ろ
が
、
近
代
化
し
合
理
化
し
た
、
現
代
の
文
化
を
い
う
場
合
、
そ
ん
な
話
を
持
出
す
と
、
ひ
ど
く
馬
鹿
げ
た
恰
好
に
な
る
。
何
か
全
く
見
当
が
外
れ
た
風
に
な
る
の
は

か
っ
こ
う

ど
う
し
た
わ
け
か
。
細
か
な
感
受
性
の
質
な
ど
に
は
現
代
文
化
は
本
当
に
何
の
関
係
も
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
ん
な
風
な
文
化
論
ば
か
り

が
流
行
し
、
文
化
に
関
心
を
持
つ
と
シ
ョ
ウ
ス
ル
人
々
が
、
そ
ん
な
文
化
論
ば
か
り
を
追
っ
て
い
る
と
い
う
事
な
の
か
。

③

意
識
的
な
も
の
の
考
え
方
が
変
っ
て
も
、
意
識
出
来
ぬ
も
の
の
感
じ
方
は
容
易
に
は
変
ら
な
い
。
い
っ
て
し
ま
え
ば
簡
単
な
事
の
よ
う
だ
が
、
年
齢
を
重
ね
て
み
て
、

私
に
は
、
や
っ
と
そ
の
事
が
合
点
出
来
た
よ
う
に
思
う
。
新
し
い
考
え
方
を
学
べ
ば
、
古
い
考
え
方
は
侮
蔑
出
来
る
、
古
い
感
じ
方
を
侮
蔑
す
れ
ば
、
新
し
い
感
じ
方
が

(

４)

得
ら
れ
る
、
そ
れ
は
無
理
な
事
だ
、
感
傷
的
な
考
え
だ
、
と
や
っ
と
は
っ
き
り
合
点
出
来
た
。
何
の
事
は
な
い
、
私
た
ち
に
、
自
分
た
ち
の
感
受
性
の
質
を
変
え
る
自
由

の
な
い
の
は
、
皮
膚
の
色
を
変
え
る
自
由
が
な
い
の
と
よ
く
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
と
合
点
す
る
の
に
、
随
分
手
間
が
か
か
っ
た
事
に
な
る
。
妙
な
事
だ
。

お
月
見
の
晩
に
、
伝
統
的
な
月
の
感
じ
方
が
、
何
処
か
ら
と
も
な
く
、
ひ
ょ
い
と
顔
を
出
す
。
取
る
に
足
ら
ぬ
事
で
は
な
い
、
私
た
ち
が
確
実
に
身
体
で
つ
か
ん
で
い

(

５)る
文
化
と
は
そ
う
い
う
も
の
だ
。
古
い
も
の
か
ら
ダ
ッ
キ
ャ
ク
す
る
事
は
む
ず
か
し
い
な
ど
と
口
走
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
何
が
い
え
た
事
に
も
な
ら
な
い
。
文
化
と
い
う

④

生
き
物
が
、
生
き
育
っ
て
行
く
深
い
理
由
の
う
ち
に
は
、
計
画
的
な
飛
躍
や
変
異
に
は
、
決
し
て
堪
え
ら
れ
な
い
何
か
が
在
る
に
違
い
な
い
。
私
は
、
自
然
と
そ
ん
な
事

を
考
え
こ
む
よ
う
に
な
っ
た
。
年
齢
の
せ
い
に
違
い
な
い
が
、
年
を
と
っ
て
も
青
年
ら
し
い
と
は
、
私
に
は
意
味
を
成
さ
ぬ
事
と
も
思
わ
れ
る
。

（
小
林

秀
雄
、
『
考
え
る
ヒ
ン
ト
』
よ
り
）

（
注
）
問
題
文
の
な
か
に
は
、
問
題
作
成
者
が
必
要
に
応
じ
て
ふ
り
が
な
を
付
し
た
箇
所
が
あ
る
。
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問
題
そ
の
四]

解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
せ
よ
。

問
一

傍
線
部
①
～
④
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
せ
。
な
お
、
必
要
に
応
じ
て
送
り
仮
名
も
つ
け
よ
。

①

ス
マ
ス

②

タ
イ
ガ
イ

③

シ
ョ
ウ
ス
ル

④

ダ
ッ
キ
ャ
ク

問
二

傍
線
部
（
Ａ
）
、
（
Ｂ
）
の
語
句
の
意
味
と
し
て
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
～
オ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
記
せ
。

（
Ａ
）
「
期
せ
ず
し
て
」

（
Ｂ
）
「
茫
然
と
」

ア

何
気
な
く

ア

息
を
の
ん
で

イ

運
悪
く

イ

取
り
と
め
な
く

ウ

望
み
な
く

ウ

身
動
き
せ
ず
に

エ

思
い
が
け
な
く

エ

う
っ
と
り
し
て

オ

時
を
忘
れ
て

オ

じ
っ
と
見
つ
め
て

問
三

傍
線
部
（
１
）
「
彼
等
は
驚
い
た
の
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
驚
い
た
の
か
。
四
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

問
四

傍
線
部
（
２
）
「
そ
れ
故
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
理
由
か
。
三
十
五
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

問
五

傍
線
部
（
３
）
「
こ
の
日
本
人
同
士
で
な
け
れ
ば
、
容
易
に
通
じ
難
い
、
自
然
の
感
じ
方
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
感
じ
方
」
と
し
て
該
当
し
な
い
も
の
を
、
次
の

ア
～
オ
か
ら
二
つ
選
び
、
記
号
で
記
せ
。

ア

合
理
的
意
識
的
な
も
の

イ

細
か
な
特
質
の
あ
る
も
の

ウ

表
現
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の

エ

言
葉
で
対
象
を
捉
え
る
も
の

オ

普
段
は
意
識
し
な
い
も
の

問
六

傍
線
部
（
４
）
「
新
し
い
考
え
方
を
学
べ
ば
、
古
い
考
え
方
は
侮
蔑
出
来
る
、
古
い
感
じ
方
を
侮
蔑
す
れ
ば
、
新
し
い
感
じ
方
が
得
ら
れ
る
、
そ
れ
は
無
理
な
事

だ
、
感
傷
的
な
考
え
だ
」
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
に
言
う
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
に
当
た
る
部
分
を
、
本
文
か
ら
四
十
字
以
内
で
抜
き
出
し
、
は
じ
め
と
終
わ
り

の
七
字
で
記
せ
。
（
句
読
点
を
含
む
）

問
七

傍
線
部
（
５
）
「
お
月
見
の
晩
に
、
伝
統
的
な
月
の
感
じ
方
が
、
何
処
か
ら
と
も
な
く
、
ひ
ょ
い
と
顔
を
出
す
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
内
容
全
体
を
ふ
ま
え

て
七
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。
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問
題
そ
の
五]

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
五
に
答
え
よ
。

中
国
か
ら
渡
っ
て
き
た
原
色
に
は
四
つ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
青
と
赤
と
白
と
黒
で
す
。
の
ち
に
真
ん
中
に
黄
色
を
置
い
た
。
こ
れ
は
皇
帝
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
、
別

格
で
す
。
原
色
は
や
は
り
四
つ
と
考
え
て
い
い
。
緑
も
ま
た
青
に
含
ま
れ
る
の
が
文
化
と
し
て
の
色
で
す
。
で
す
か
ら
緑
の
若
葉
が
燃
え
る
よ
う
な
山
を
見
て
も
、
私
た

ち
は
「
青
々
と
し
た
山
」
と
言
っ
て
、
「
緑
々
と
し
た
山
」
と
い
う
ふ
う
に
は
言
わ
な
い
の
で
す
。
信
号
の
「
青
」
も
緑
で
な
く
て
青
で
い
い
の
で
す
。
「
青
」
の
な
か

に
、
ち
ゃ
ん
と
緑
も
入
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。

こ
の
よ
う
に
原
色
と
い
う
も
の
は
、
文
化
の
な
か
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
四
つ
の
色
が
決
ま
っ
た
の
は
、
も
と
は
秦
の
始
皇
帝
の
こ
ろ
、

し
ん

の
ち
に
は
セ
イ
レ
キ
ゼ
ロ
世
紀
、
漢
の
武
帝
の
こ
ろ
に
決
定
的
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
秩
序
は
、
色
を
四
つ
に
決
め
た
だ
け
で
は
な
く
て
、
同
時
に
い
く

①

つ
か
の
こ
と
を
、
こ
れ
で
指
示
し
ま
し
た
。
何
を
決
め
た
か
。
た
と
え
ば
こ
れ
で
方
角
を
決
め
ま
す
。
青
は
東
、
赤
は
南
、
白
は
西
、
黒
は
北
と
い
う
ふ
う
に
。
色
と
方

角
と
が
、
あ
る
一
致
し
た
形
で
、
秩
序
づ
け
ら
れ
た
わ
け
で
す
。

同
時
に
こ
れ
は
、
季
節
の
移
り
か
わ
り
を
示
し
ま
す
。
青
春
、

Ａ

夏
、

Ｂ

秋
、
玄
冬
と
い
う
言
葉
の
示
す
と
お
り
、
青
が
春
、
赤
が
夏
、
白
が
秋
、
黒
が
冬
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
四
季
が
平
等
に
め
ぐ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
一
年
を
四
つ
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
の
め
ぐ
り
を
秩
序
づ
け
る
と
い
う
の
は
、
カ
シ
コ

②

イ
知
恵
で
し
た
。
（
Ｃ
）
し
か
し
南
半
球
へ
行
き
ま
す
と
、
こ
ん
な
こ
と
は
通
用
し
ま
せ
ん
。
雨
期
と
カ
ン
キ
が
ほ
と
ん
ど
を
支
配
し
て
い
ま
す
か
ら
、
春
夏
秋
冬
と
い

③

う
ふ
う
に
め
ぐ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
（
Ｄ
）

こ
の
あ
い
だ
、
ブ
ラ
ジ
ル
へ
行
っ
て
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
二
世
の
人
に
聞
い
た
話
で
す
が
、
「
日
本
人
は
ひ
じ
ょ
う
に
幸
せ
だ
と
思
う
。
同
じ
と
こ
ろ
に
い
て
一
年
間
た
え

ず
旅
行
し
て
い
る
感
じ
だ
」
と
い
う
わ
け
で
す
。
（
Ｅ
）

（
多
田

道
太
郎
、
『
身
辺
の
日
本
文
化
』
よ
り
）

問
一

傍
線
部
①
～
③
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
せ
。
な
お
、
必
要
に
応
じ
て
送
り
仮
名
も
つ
け
よ
。

①

セ
イ
レ
キ

②

カ
シ
コ
イ

③

カ
ン
キ

問
二

文
中
の

Ａ

、

Ｂ

に
適
す
る
漢
字
一
字
を
そ
れ
ぞ
れ
次
の
ア
～
カ
か
ら
選
び
、
記
号
で
記
せ
。

ア

紅

イ

陰

ウ

朱

エ

丹

オ

闇

カ

白

問
三

本
文
中
に
は
、
「
シ
ー
ズ
ン
が
う
ま
く
め
ぐ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
」
と
い
う
一
文
が
抜
け
て
い
る
。
文
中
の
Ｃ
～
Ｅ
の
ど
こ
に
挿
入
す
る
の
が
よ

い
か
。
記
号
で
記
せ
。

問
四

文
中
に
は
漢
字
の
使
い
方
が
通
常
と
異
な
る
箇
所
が
一
つ
あ
る
。
文
中
よ
り
書
き
抜
き
、
通
常
使
用
さ
れ
る
漢
字
に
直
せ
。
な
お
、
必
要
に
応
じ
て
送
り
仮
名
も

つ
け
よ
。

問
五

「
青
龍
」
、
「
玄
武
」
と
い
う
神
獣
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
方
角
を
守
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
か
。
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解
答
用
紙]

ⅠB
番

号

１
問
一

①

②

③

④

⑤

問
二

Ａ

Ｂ

問
三

は
じ
め

終
わ
り

問
四

は
じ
め

終
わ
り

問
五

だ
か
ら
。

問
六

語
句

２
問
一

①

②

③

④

問
二

Ａ

Ｂ

問
三

問
四

問
五

問
六

は
じ
め

終
わ
り

問
七

３
問
一

①

②

③

問
二

Ａ

Ｂ

問
三

問
四

異
な
る
箇
所

通
常
の
漢
字

問
五

青
龍

玄
武

け
ん
げ
ん

こ
じ

匹
敵

同
胞

丁
寧

オ

イ

植

物

も

動

物

も

、

る

と

感

じ

る

感

性

自

然

は

徹

底

的

に

わ

れ

て

い

る

こ

と

わ

れ

わ

れ

が

庭

園

に

求

め

て

来

た

の

は

あ

る

が

ま

ま

の

自

然

の

再

現

美

し

い

自

然

と

一

体

化

し

た

小

さ

な

家

に

住

み

、

利

得

の

俗

世

界

か

ら

脱

出

し

た

生

活

を

す

る

こ

と

。

草

庵

の

思

想

済
ま
す

大
概

称
す
る

脱
却

エ

イ

日

本

人

が

一

様

に

月

に

目

を

や

り

、

月

の

話

題

に

終

始

し

て

同

じ

気

分

に

支

配

さ

れ

た

こ

と

。

自

然

に

つ

い

て

の

感

じ

方

の

質

は

、

言

葉

で

表

現

で

き

な

い

も

の

だ

と

い

う

理

由

。

ア

エ

意

識

的

な

も

の

の

に

は

変

ら

な

い

。

月

に

対

す

る

伝

統

的

な

感

性

が

身

体

感

覚

の

よ

う

に

身

に

つ

い

て

お

り

、

言

葉

で

表

現

し

に

く

い

も

の

で

あ

る

た

め

、

意

識

せ

ず

に

突

然

表

出

す

る

と

い

う

こ

と

。
西
暦

賢
い

乾
期

ウ

カ

Ｅ

燃
え
る

萌
え
る

東

北


