
第
一
問

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。（
３０
点
）

大
樹
と
寺
社
と
い
か
が
わ
し
い
場
末
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
こ
の
世
界
の
〈
外
〉
に
通
じ
る
開
口
部
や
裂
け
目
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

あ
や

わ
た
し
た
ち
の
日
常
の
共
通
感
覚
（

�

）
を
ひ
き
つ
ら
せ
る
と
い
う
意
味
で
、�
妖
し
い
場
所
で
あ
る
。
そ
し
て
妖
し
い
と
い
う
の
は
、
怖
い

ひ

け
れ
ど
も
（
あ
る
い
は
、
怖
い
が
ゆ
え
に
）
ど
う
し
よ
う
も
な
く
惹
き
つ
け
ら
れ
る
場
所
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
惹
き
つ
け
ら
れ
る
の
は
、
シ
ュ
ル

レ
ア
リ
ス
ト
た
ち
が
合
言
葉
に
し
て
い
たchanger
la
vie

（
生
を
変
え
る
）、
つ
ま
り
じ
ぶ
ん
の
存
在
の
別�

の�

可
能
性
へ
と
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
か
ら
だ

ろ
う
。
存
在
の
別
の
可
能
性
へ
の
移
行
は
現
在
の
じ
ぶ
ん
の�
ホ
ウ
壊
を
意
味
す
る
。
そ
の�
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
の
感
覚
に
没
入
し
か
け
る
か
ら
だ
ろ
う
。

す
き
ま

そ
ん
な
「
別
の
世
界
」
へ
の
想
像
を�
駆
る
都
市
の
隙
間
が
、
古
木
で
あ
り
寺
社
で
あ
り
場
末
だ
っ
た
。
そ
し
て
現
代
、
消
費
の
記
号
で
埋
め
つ
く
さ

れ
て
ど
こ
に
も
隙
間
の
な
い
都
市
、
隙
間
さ
え
も
記
号
と
し
て
た
だ
ち
に
消
費
さ
れ
て
し
ま
う
そ
ん
な
都
市
に
お
い
て
、
古
木
と
寺
社
と
場
末
に
代
わ

る
の
が
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
ア
ー
ト
な
の
で
は
な
い
か
と
お
も
う
。
そ
れ
も
ま
た
一
個
の
記
号
と
し
て
消
費
さ
れ
る
危
う
さ
を
け
っ
し
て
免
れ
て
い
な

い
し
、
ま
た
現
に
そ
う
だ
と
し
て
も
。

と
は
い
え
、
隙�

間�

は
空�
キ
ョ
と
い
う
だ
け
で
肯
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
も
な
い
。
ど
こ
に
も
隙
間
の
な
い
世
界
は
、
た
し
か
に
隙
間
が
狭
す
ぎ
て
、

も
ろ

別
様
の
存
在
の
可
能
性
が
見
え
な
く
な
る
。
そ
の
世
界
は
あ
ま
り
に
確
固
と
し
て
硬
く
（
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
に
脆
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
だ

へ
い
そ
く

が
）、
ひ
と
が
な
に
か
力
を
加
え
る
こ
と
で
変
わ
る
と
い
う
感
じ
が
し
な
い
。
ひ
と
と
し
て
は
、
無
力
感
、
つ
ま
り
は
ふ
ん
づ
ま
り
の
閉
塞
感
に
包
ま

れ
る
。
が
、
隙
間
が
大
き
す
ぎ
る
と
、
世
界
は	
ゆ
る
ゆ
る
の
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
も
の
と
な
っ
て
、
ひ
と
は
た
え
ず
不
安
に
襲
わ
れ
る
。
そ
の
反
動

じ
ょ
う
ぜ
つ

し
っ
と

で
、
隙
間
の
な
い
硬
い
世
界
以
上
に
硬
い
世
界
を
構
築
し
よ
う
と
焦
る
こ
と
に
な
る
。
過
剰
な
ま
で
の
合
理
主
義
や
過
度
の

饒
舌
、
嫉
妬
心
、
被
害
妄

想
、
さ
ら
に
は
、
つ
ね
に
厳
格
に
同
じ
仕
方
で
同
じ
行
為
を
お
こ
な
わ
な
い
と
安
心
で
き
な
い
常
同
行
為
、
あ
る
い
は
幼
児
性
へ
の
退
行
現
象
と
い
っ

国

語
（
４５
分

１００
点
）（
解
答
番
号

１

〜

２０

）
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た
、
定
ま
っ
た
規
則
の
存
在
の
確
認
に
異
様
な
ま
で
に
こ
だ
わ
る
こ
と
で
、
緩
す
ぎ
る
そ
の
隙
間
を
埋
め
あ
わ
せ
よ
う
と
や
っ
き
に
な
る
。
そ
う
し
て

は
じ
め
に
も
と
め
て
い
た

�

と
は
正
反
対
の
カ
タ
レ
プ
シ
ー
（
硬
直
状
態
）
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
世
界
の
〈
外
〉
へ
踏
み
だ
す
の
で
は

な
く
、
こ
の
世
界
の
内
部
に
閉
塞
し
き
っ
て
し
ま
う
。

（
鷲
田
清
一
『
京
都
の
平
熱

哲
学
者
の
都
市
案
内
』
に
よ
る
）

国

語
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問
１

空
欄
番
号

�

・

�

に
入
る
語
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の
�
〜
�
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
ん

で
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

１

・

２

問
２

傍
線
番
号
�
・
�
の
、
本
文
に
お
け
る
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の
�
〜
�
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
ん
で
マ
ー

ク
し
な
さ
い
。

３

・

４

�			
			�
�

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

�

コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

�



コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン

１

�

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

�

コ
モ
ン
セ
ン
ス

�			
			�
�

変
な
と
こ
ろ
が
あ
り
疑
わ
し
い

�

確
か
で
な
く
信
用
が
で
き
な
い

�

妖
し
い



不
気
味
で
安
心
で
き
な
い

３

�

不
可
思
議
で
魅
力
的
な

�

風
変
わ
り
で
味
わ
い
深
い

�			
			�
�

無
限
性

�

可
塑
性

�



転
移
性

２

�

耐
久
性

�

有
益
性

�			
			�
�

変
え
て
し
ま
う

�

切
り
取
る

�

駆
る



あ
お
る

４

�

捕
ま
え
る

�

遠
ざ
け
る

―４４―
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問
３

傍
線
番
号
�
・
�
に
該
当
す
る
漢
字
を
、
次
の
各
群
の
�
〜
�
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
ん
で
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。５

・

６

�
「
ホ
ウ
」

５

�

封

�

邦

�

報

�

崩

�

抱

�
「
キ
ョ
」

６

�

距

�

挙

�

虚

�

拒

�

拠

問
４

傍
線
番
号
	
「
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
」
が
意
味
す
る
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
マ
ー
ク
し
な
さ

い
。

７

�

脅
威

�

再
生

�

浄
化

�

破
局

�

変
遷

問
５

傍
線
番
号


「
ゆ
る
ゆ
る
の
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
も
の
」
と
同
じ
よ
う
な
意
味
を
表
す
四
字
熟
語
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
�
〜

�
の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

８

あ
い
ま
い
も

こ

こ
ん
ぜ
ん

�

曖
昧
模
糊

�

渾
然
一
体

�

深
山
幽
谷

�

臨
機
応
変

�

悠
々
自
適

国

語
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問
６

傍
線
番
号
�
「
饒
舌
」
の
対
義
語
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

９

�

安
寧

�

寡
黙

�

穏
和

�

冷
静

�

無
視

―４２―
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か
わ
ず

第
二
問

次
の
文
章
は
「
蛙
」
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。（
７０
点
）

『
万
葉
集
』
を
は
じ
め
と
す
る
和
歌
文
学
で
は
、
一
般
に
「
か
は
づ
」
が
用
い
ら
れ
、「
か
へ
る
」
と
は
言
わ
な
い
。『
万
葉
集
』
の
場
合
、「
か
は
づ
」

よ

は
二
十
首
の
歌
に
詠
ま
れ
、「
河
津
・
川
津
・
川
豆
・
河
蝦
」
な
ど
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は

�

に
生
息
し
て
、
初
夏
か
ら
秋
に
か

か
じ
か

け
て
の
繁
殖
期
に
雄
が
ヒ
ョ
ロ
ヒ
ョ
ロ
ヒ
ヒ
ヒ
ヒ
と
澄
ん
だ
声
で
鳴
く
蛙
、
す
な
わ
ち
河
鹿
を
詠
ん
で
い
る
。
古
代
人
は
こ
の
渓
流
の
住
人
の
美
声
を
、

し
か

さ
や

た
づ

秋
の
山
の
鹿
に
対
し
て
「
河
の
鹿
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。「
春
の
日
は

山
し
見
が
ほ
し

秋
の
夜
は

河
し
清
け
し

朝
雲
に

鶴
は
乱
れ

夕
霧
に

河
津
は
さ
わ
く
」

（
注
１
）（

山
部
赤
人
）。
こ
こ
で
は
「
か
は
づ
」
は
秋
夜
の

�

を
い
や
が
う
え
に
も
深
め
、
そ
の
美
声
が
鶴
の
美
し
い
姿

ゆ
ふ
か
た
ま

か
は
づ

か
み

に
匹
敵
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。「
草
枕
旅
に
物
思
ひ
わ
が
聞
け
ば
夕
片
設
け
て
鳴
く
河
蝦
か
も
」

（
注
２
）、「

上
つ
瀬
に
河
蝦
妻
呼
ぶ
夕
さ
れ

こ
ろ
も

で

ま

ば
衣
手
寒
み
妻
枕
か
む
と
か
」

（
注
３
）の

よ
う
な
歌
に
は
、「
か
は
づ
」
の
美
声
が
郷
愁
を
い
や
が
う
え
に
も
誘
い
、
ま
た
恋
の
あ
わ
れ
を
誘
う
も
の
と
し
て
、

古
代
人
に
と
り
わ
け
印
象
的
だ
っ
た
事
情
が
う
か
が
わ
れ
る
。

A

こ
れ
ら
万
葉
歌
の
中
で
も
と
く
に�
後
世
の
美
学
と
の
関
連
で
重
視
す
べ
き
歌
は
、
厚
見
王
の
次
の
一
首
で
あ
る
。「
河
津
鳴
く
神
名
火
川
に
影
見
え

て
今
か
咲
く
ら
む
山
吹
の
花
」

（
注
４
）。

こ
の
「
か
は
づ
」
と
山
吹
の
組
み
合
わ
せ
は
、
平
安
朝
以
後
の
歌
人
た
ち
に
深
く
愛
好
さ
れ
た
。「
か
は
づ
鳴
く
井
出

の
山
吹
散
り
に
け
り
花
の
盛
り
に
あ
は
ま
し
も
の
を
」

（
注
５
）（『

古
今
集
』）、「
山
吹
の
花
さ
き
に
け
り
か
は
づ
な
く
井
手
の
里
人
い
ま
や
と
は
ま
し
」

（
注
６
）（

藤
原

基
俊
『
千
載
集
』）、「
山
吹
の
花
の
さ
か
り
は
か
は
づ
な
く
井
出
に
や
春
も
立
ち
と
ま
る
ら
む
」

（
注
７
）（

中
務
『
風
雅
集
』）、『
連
珠
合
璧
集
』
に
蛙
と
の
取

り
合
わ
せ
の
素
材
と
し
て
、「
蛙
と
あ
ら
ば
、
井
手
、
山
吹
、
相
宿
り
、
か
ひ
や
が
下
、
苗
代
水
、
水
に
住
む
、
歌
」
と
あ
る
よ
う
に
、『
万
葉
』
の
厚

い
せ
き

見
王
の
歌
一
首
が
も
た
ら
し
た
蛙
と
山
吹
の
取
り
合
わ
せ
の
美
意
識
は
、
さ
ら
に
田
の
用
水
を
せ
き
と
め
て
つ
く
る
井
堰
、
す
な
わ
ち
井
出
と
の
取
り

合
わ
せ
も
生
ん
で
、
近
世
和
歌
に
ま
で
脈
々
と
流
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
い
う
事
情
を
反
映
し
た
も
の
だ
ろ
う
が
、
厚
見
王
の
歌
は
『
新
古
今

集
』
に
も
採
ら
れ
て
い
る
。

Bな

う
ぐ
ひ
す

す

『
古
今
集
』
仮
名
序
に
「
花
に
啼
く
鶯
、
水
に
棲
む
蛙
の
声
を
聞
け
ば
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
、
い
づ
れ
か
歌
を
よ
ま
ざ
り
け
る
」

（
注
８
）と

あ
る
箇
所

は
有
名
だ
が
、
こ
の
一
節
が
後
世
の
蛙
観
に
お
よ
ぼ
し
た
影
響
も
も
ち
ろ
ん
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。

C

国

語
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あ
ん

き
か
く

芭
蕉
の
「
古
池
や
蛙
飛
び
こ
む
水
の
を
と
」
の
重
要
性
も
ま
さ
に
そ
こ
か
ら
く
る
。
元
来
こ
の
句
は
晩
春
の
芭
蕉
庵
に
弟
子
の
榎
本
其
角
ら
が
参
集

か
み

し
て
い
た
と
き
に
で
き
た
句
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き「
蛙
飛
び
こ
む
水
の
を
と
」と
い
う
七
五
を
得
た
芭
蕉
が
上
五
を
つ
け
あ
ぐ
ん
で
い
る
と
、�
其

角
が
「
山
吹
や
」
と
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。（

�

）
芭
蕉
は
そ
れ
を
避
け
て
「
古
池
や
」
を
こ
こ
に
据
え
、
結
果
と
し
て
こ
の
句
が
蕉
風
を
代

表
す
る
一
句
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
其
角
が
山
吹
を
あ
し
ら
う
よ
う
に
進
言
し
た
の
は
、
当
時
の
美
学
の
常
識
か
ら
す
れ
ば
最
も
妥
当
だ
っ
た

こ
と
は
、
上
述
の
背
景
か
ら
も
納
得
で
き
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
仮
に
芭
蕉
が
こ
れ
を
受
け
入
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
句
は
そ
れ
な
り
に
晩
春
の
景
情
を

し
っ
と
り
と
ら
え
た
句
と
し
て
、
難
な
く
一
同
に
受
け
と
め
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
彼
が
そ
れ
を
あ
え
て
「
古
池
や
」
に
し
た
と
き
、
そ
の
場
に
居
合

わ
せ
た
門
人
た
ち
は
、（

�

）�
と
ま
ど
い
を
感
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
わ
れ
る
。「
山
吹
や
」
の
彩
り
と
一
種
華
や
か
な
気
分
を
捨
て
て
、

「
古
池
や
」
を
す
ん
な
り
受
け
入
れ
る
に
は
、
彼
ら
の
呼
吸
し
て
い
た
伝
統
的
情
緒
の
世
界
は
強
固
な
歴
史
を
持
ち
す
ぎ
て
い
た
。
さ
ら
に
、「
古
池
」

つ

と
「
水
音
」
と
で
は
、

�

、
い
わ
ば
即
き
す
ぎ
の
難
が
あ
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
句
は
当
然
、
外
へ
向
か
っ
て
の
ひ
ろ
が
り
を
も
た
ず
、

逆
に
静
寂
境
だ
け
を
集
中
的
に
と
ら
え
る
内
向
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
句
は
外
部
の
情
景
を
詠
む
こ
と
に
託
し
て
、
作

め
い
そ
う

は
い
か
い

者
自
身
の
自
己
集
中
的
、
瞑
想
的
気
分
を
重
点
的
に
表
現
す
る
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
芭
蕉
の
俳
諧
文
学
革
新
に
向
け
て

の
、�
意
表
を
つ
く
着
眼
点
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
も
う
す
こ
し
押
し
ひ
ろ
げ
て
言
え
ば
、
句
は
美
意
識
の
約
束
事
の
上
に
成
り
立
つ
芸
の
世
界
か
ら
、
個

し
ょ
う
そ
く

人
の
内
面
の
消
息
を
表
現
す
る
新
し
い
詩
の
世
界
、
文
学
の
世
界
へ
と
進
み
入
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

D

「
古
池
や
」
の
句
の
文
学
史
的
な
意
義
を
こ
の
点
に
み
る
な
ら
、
芭
蕉
が�
蛙
と
い
う
題
材
を
、
そ
の
美
し
い
鳴
き
声
で
は
な
く
、
水
に
飛
び
込
む
な

ん
の
変
哲
も
な
い
小
さ
な
水
音
で
と
ら
え
た
こ
と
の
重
要
性
も
、
お
の
ず
と
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

E

し
か
し
、
芭
蕉
が
こ
の
句
を
、
単
に
孤
独
閑
寂
な
心
境
の
表
現
と
し
て
の
み
作
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
も
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

う
た
あ
わ
せ

（

	

）
芭
蕉
の
こ
の
新
機
軸
の
句
に
興
じ
た
門
人
た
ち
は
、
こ
の
句
を
筆
頭
に
、
和
歌
の
歌
合
に
な
ら
っ
て
「
蛙
合
」
二
十
番
を
作
っ
て
い
る

れ
ん
じ
ゅ

か
ら
で
あ
る
。
孤
独
閑
寂
の
句
は
そ
こ
で
は

新
し
い
試
み
へ
の
楽
し
い
呼
び
か
け
と
な
っ
た
。
俳
諧
は
あ
く
ま
で
連
衆（

注
９
）
あ
っ
て
の
俳
諧
な
の
で
あ
る
。

（
大
岡
信
『
み
ち
草
』
に
よ
る
）

―４０―
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（
注
１
）

古
都
飛
鳥
を
慕
っ
て
つ
く
ら
れ
た
長
歌
の
一
部
。「
春
の
日
に
は
山
が
美
し
く
（
そ
れ
を
見
た
い
）、
秋
の
夜
は
河
の
音
が
さ
や
か
で
あ
る
。

朝
立
つ
雲
に
鶴
は
乱
れ
舞
い
、
夕
霧
の
中
で
河
鹿
は
し
き
り
に
鳴
き
立
て
て
い
る
」

（
注
２
）
「
旅
に
出
て
、
物
思
い
し
な
が
ら
耳
を
傾
け
て
い
る
と
、
夕
方
に
な
っ
て
河
鹿
が
鳴
い
て
い
る
よ
」

そ
で

（
注
３
）
「
上
流
の
瀬
で
河
鹿
が
妻
を
呼
ん
で
鳴
い
て
い
る
。
夕
暮
れ
に
な
っ
て
袖
の
あ
た
り
が
肌
寒
い
の
で
共
寝
し
よ
う
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
」

（
注
４
）
「
河
鹿
が
鳴
い
て
い
る
神
名
火
川
に
影
を
落
と
し
て
、
今
咲
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
山
吹
の
花
が
」

（
注
５
）
「
河
鹿
と
山
吹
で
名
高
い
井
出
に
来
て
見
る
と
、
河
鹿
は
澄
ん
だ
声
で
鳴
い
て
い
る
の
に
、
も
う
山
吹
は
散
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
。
そ
う

と
わ
か
っ
て
い
た
ら
、
も
っ
と
早
く
来
て
花
の
盛
り
を
見
た
で
あ
ろ
う
に
、
残
念
な
こ
と
だ
」

（
注
６
）
「
山
吹
の
花
が
咲
い
た
こ
と
だ
な
あ
。
山
吹
の
名
所
、
河
鹿
が
鳴
く
井
手
の
里
人
を
今
こ
そ
訪
ね
た
い
も
の
だ
」

し
ば
ら

（
注
７
）
「
山
吹
の
花
の
盛
り
に
は
、
河
鹿
の
鳴
く
井
出
の
川
の
ほ
と
り
に
、
去
ろ
う
と
す
る
春
も
暫
く
は
立
ち
ど
ま
る
こ
と
だ
ろ
う
」

（
注
８
）
「
梅
の
花
に
鳴
く
鶯
や
、
川
に
棲
む
河
鹿
の
鳴
き
声
を
聞
け
ば
、
生
き
物
は
、
す
べ
て
歌
を
詠
む
も
の
だ
と
わ
か
る
」

（
注
９
）

連
衆

連
歌
・
俳
諧
の
会
に
作
者
と
し
て
列
席
す
る
人
々
。

国

語
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問
１

空
欄
番
号

�

・

�

・

�

に
入
る
語
句
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の
�
〜
�
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
一
つ
ず
つ
選
ん
で
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

１０

〜

１２

����	���

�

川
の
清
流

�

野
の
片
隅

�

�

春
に
は
原
野

１０



春
に
は
河
口

�

森
の
奥
深
く

����	���

�

生
き
生
き
し
た
雰
囲
気

�

楽
し
げ
な
様
子

�

�

清
涼
の
気
分

１１



は
か
な
い
印
象

�

哀
惜
の
念

����	���

�

美
し
さ
が
な
く
て

�

音
の
響
き
が
単
調
す
ぎ
て

�

�

素
材
が
あ
ま
り
に
も
接
近
し
て
お
り

１２



情
景
と
し
て
あ
り
ふ
れ
て
お
り

�

画
一
的
な
組
み
合
わ
せ
に
な
っ
て
し
ま
い

―３８―
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問
２

傍
線
番
号
�
「
後
世
の
美
学
と
の
関
連
で
重
視
す
べ
き
歌
」
と
な
っ
た
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
中
か
ら
一
つ
選
ん

で
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

１３

�

井
出
、
相
宿
り
な
ど
と
の
関
連
で
、
蛙
と
山
吹
の
組
み
合
わ
せ
の
美
意
識
を
生
む
も
と
に
な
っ
た
歌
だ
か
ら

�

蛙
と
山
吹
と
い
う
新
し
い
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
組
み
合
わ
せ
の
可
能
性
を
示
し
た
歌
だ
か
ら

�

蛙
を
そ
の
鳴
き
声
の
美
し
さ
で
詠
み
、
山
吹
を
そ
の
華
や
か
さ
で
詠
む
美
意
識
の
も
と
に
な
っ
た
歌
だ
か
ら

�

近
世
和
歌
に
ま
で
脈
々
と
受
け
継
が
れ
る
、
蛙
と
山
吹
、
井
出
な
ど
と
の
組
み
合
わ
せ
を
生
む
も
と
に
な
っ
た
歌
だ
か
ら

�

蛙
の
鳴
き
声
を
生
命
の
象
徴
と
し
て
と
ら
え
る
美
的
観
念
を
作
り
上
げ
た
歌
だ
か
ら

国

語

―３７―
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問
３

傍
線
番
号
�
「
其
角
が
『
山
吹
や
』
と
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
」
こ
と
に
対
し
て
作
者
は
ど
う
考
え
て
い
る
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の

�
〜
�
の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

１４

�

蛙
と
の
伝
統
的
な
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
山
吹
を
上
五
に
据
え
る
こ
と
で
、
七
五
の
表
現
の
新
し
さ
が
引
き
立
て
ら
れ
、
す
ば
ら
し
い
一
句
に

な
る

�

蛙
の
「
水
音
」
と
山
吹
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
の
瞑
想
的
気
分
と
伝
統
的
な
美
意
識
の
両
方
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
て
、

し
っ
と
り
と
晩
春
の
景
情
を
詠
ん
だ
一
句
に
な
る

�

蛙
を
飛
び
こ
む
水
音
で
と
ら
え
た
七
五
に
対
し
て
、
蛙
と
伝
統
的
に
組
み
合
わ
さ
れ
る
山
吹
を
あ
し
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
応
は
晩
春
の

景
情
を
と
ら
え
た
一
句
に
な
る

�

蛙
を
鳴
く
声
で
な
く
飛
び
こ
む
水
音
で
と
ら
え
た
七
五
に
対
し
て
、
蛙
と
の
伝
統
的
な
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
山
吹
を
上
五
に
据
え
る
こ
と
で
、

こ
っ
け
い

結
び
つ
き
の
食
い
違
っ
た
滑
稽
味
の
あ
る
一
句
に
な
る

�
『
万
葉
集
』
以
来
の
蛙
と
山
吹
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
美
意
識
を
引
き
継
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
、
晩
春
の
景
情
を
表
現
し
て
は
い
る
が
、
陳
腐

さ
の
た
だ
よ
う
一
句
に
な
る

―３６―

／Ｓレポート／国語（推薦）／●Ｂ日程本冊  2009.09.16 14.41.54  Page 36 



問
４

空
欄
番
号
（

�

）・（

�

）・（

�

）
に
入
る
接
続
詞
の
並
び
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で

マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

１５

�

し
か
し

す
な
わ
ち

む
し
ろ

�

し
か
し

む
し
ろ

す
な
わ
ち

�

す
な
わ
ち

し
か
し

む
し
ろ

	

す
な
わ
ち

む
し
ろ

し
か
し

�

む
し
ろ

し
か
し

す
な
わ
ち

問
５

傍
線
番
号


「
と
ま
ど
い
を
感
じ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
作
者
が
思
う
の
は
ど
う
し
て
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
�

〜
�
の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

１６

�

春
の
季
語
で
あ
る
「
山
吹
」
で
は
な
く
、
季
節
感
の
な
い
「
古
池
」
を
据
え
た
か
ら

�
「
古
池
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
暗
い
た
め
、
晩
春
の
景
情
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
か
ら

�
「
古
池
」
と
「
蛙
」
と
の
組
み
合
わ
せ
が
非
凡
す
ぎ
て
、
理
解
を
超
え
て
い
る
か
ら

ざ
ん
し
ん

	
「
古
池
」
が
今
ま
で
に
な
い
語
で
あ
り
、
七
五
の
斬
新
さ
を
台
無
し
に
し
て
し
ま
う
か
ら

�
「
古
池
や
」
を
上
五
に
つ
け
る
と
、
伝
統
的
情
緒
の
世
界
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
に
な
る
か
ら

国

語

―３５―
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問
６

傍
線
番
号
�
「
意
表
を
つ
く
着
眼
点
」
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
マ
ー
ク
し
な
さ

い
。

１７

�

外
部
と
の
連
係
を
絶
つ
こ
と
で
、
静
寂
境
だ
け
を
集
中
的
に
と
ら
え
る

�

外
部
の
情
景
に
よ
っ
て
、
作
者
自
身
の
自
己
集
中
的
、
瞑
想
的
気
分
を
高
め
る

�

外
へ
向
か
う
意
識
と
内
へ
向
か
う
意
識
の
調
和
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
俳
諧
を
作
り
上
げ
る

�

外
へ
向
か
っ
て
の
ひ
ろ
が
り
を
も
た
な
い
こ
と
で
、
逆
に
個
人
の
内
面
を
重
点
的
に
表
現
す
る

�

内
向
的
な
句
に
す
る
こ
と
で
、
句
の
彩
り
や
華
や
か
さ
が
一
層
増
す
こ
と
に
な
る

問
７

傍
線
番
号
�
「
蛙
と
い
う
題
材
を
、
そ
の
美
し
い
鳴
き
声
で
は
な
く
、
水
に
飛
び
込
む
な
ん
の
変
哲
も
な
い
小
さ
な
水
音
で
と
ら
え
た
こ
と
の

重
要
性
」
の
内
容
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

１８

�

当
時
の
美
学
の
常
識
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
題
材
の
新
し
い
組
み
合
わ
せ
を
見
つ
け
出
し
た
こ
と

�

伝
統
的
な
美
意
識
か
ら
離
れ
て
、
孤
独
閑
寂
な
心
境
の
象
徴
と
し
て
、
水
の
音
を
用
い
た
こ
と

�

伝
統
的
な
美
よ
り
も
、
情
景
を
あ
る
が
ま
ま
に
表
現
す
る
写
実
を
重
視
し
た
こ
と

�

な
に
げ
な
い
日
常
的
な
情
景
を
詠
む
こ
と
で
、
独
自
の
美
意
識
と
芸
の
世
界
を
作
り
上
げ
た
こ
と

�

あ
り
ふ
れ
た
題
材
の
新
し
い
用
い
方
に
よ
っ
て
、
美
意
識
の
約
束
事
を
進
歩
さ
せ
た
こ
と

―３４―
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問
８

傍
線
番
号
�
「
新
し
い
試
み
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。１９

�

こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
よ
う
な
新
機
軸
の
句
を
、「
蛙
合
」
二
十
番
の
筆
頭
に
お
く
こ
と

�

俳
諧
文
学
の
革
新
の
た
め
に
、「
蛙
合
」
二
十
番
を
作
り
上
げ
る
こ
と

�

蛙
を
題
材
に
し
て
、
芭
蕉
の
句
を
ま
ね
た
孤
独
閑
寂
の
句
を
作
り
競
い
合
う
こ
と

�

文
学
的
な
句
を
作
る
た
め
に
、
新
し
い
技
術
を
身
に
つ
け
る
こ
と

�

伝
統
的
な
蛙
観
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
新
し
い
発
想
・
工
夫
の
句
を
作
る
こ
と

問
９

文
章
中
の
空
欄

A

〜

E

の
い
ず
れ
か
に
、
次
の
一
文
が
入
る
。
入
る
箇
所
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の

中
か
ら
一
つ
選
ん
で
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

２０

�

A

�

B

�

C

�

D

�

E

め

こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
蛙
を
そ
の
鳴
き
声
に
よ
っ
て
賞
で
る
美
意
識
の
歴
史
は
、
長
く
深
く
日
本
の
文
芸
伝
統
の
中
に
根
づ
い
た
。

国

語

―３３―
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