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一
　
次
の
文
を
読
み
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

１　

人
と
の
付
き
合
い
と
い
う
の
は
な
か
な
か
気
を
使
う
も
の
で
、
趣
味
と
か
食
べ
物
の
好
き
嫌
い
と
か
、
む
り
や
り
合
わ
せ
た
り
、
ａキ

ョ
ウ
ミ
の
な
い
こ
と
で

も
関
心
が
あ
る
よ
う
に
装
っ
た
り
、
苦
労
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
ね
。

た
と
え
ば
、プ
ロ
野
球
の
ひ
い
き
の
球
団
。
相
手
に
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
、思
わ
ぬ
ｂテ

ン
カ
イ
に
な
る
こ
と
も
。「
私
は
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
の
巨
人
フ
ァ
ン
で
ね
、

つ
い
熱
く
な
っ
ち
ゃ
う
ん
だ
よ
。
き
み
は
ど
こ
の
フ
ァ
ン
？
」

「
も
、
も
ち
ろ
ん
、
ジ
ャ
イ
ア
ン
ツ
フ
ァ
ン
で
す
よ
。
野
球
は
巨
人
、
決
ま
っ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」

「
そ
う
か
、そ
う
か
。
そ
り
ゃ
、気
が
合
う
ね
。
巨
人
フ
ァ
ン
同
士
と
な
る
と
、ｃシ
ョ
ウ
ダ
ン
も
ス
ム
ー
ズ
に
進
み
そ
う
だ
ね
。
と
こ
ろ
で
、昨
日
の
巨
人
－
阪
神
戦
、

見
た
？　

惜
し
か
っ
た
ね
え
。
い
い
試
合
だ
っ
た
ん
だ
け
ど
、
ｄエ

ン
チ
ョ
ウ
戦
の
末
、
引
き
分
け
だ
も
ん
ね
」

「
ま
っ
た
く
、
も
う
少
し
の
と
こ
ろ
で
…
…
残
念
で
し
た
ね
」

「
ほ
ら
ほ
ら
、
九
回
裏
の
巨
人
の
攻
撃
、
ツ
ー
ア
ウ
ト
満
塁
で
、
す
ご
い
い
い
当
た
り
だ
っ
た
の
に
な
あ
。
フ
ァ
ウ
ル
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
」

「
そ
う
そ
う
、
あ
れ
、
あ
わ
や
ホ
ー
ム
ラ
ン
か
と
思
い
ま
し
た
」

「
う
ん
う
ん
、
そ
う
そ
う
、
あ
わ
や
ね
、
え
っ
、
あ
わ
や
ホ
ー
ム
ラ
ン
だ
っ
て
？
き
み—

、
ホ
ン
ト
は
巨
人
フ
ァ
ン
じ
ゃ
な
い
な
！
」

＊

２　
「
あ
わ
や
」
は
、
目
の
前
に
迫
っ
た
危
険
を
寸
前
で
ｅ回

避
し
た
と
き
に
思
わ
ず
発
す
る
言
葉
に
由
来
し
ま
す
。「
あ
わ
や
ぶ
つ
か
り
そ
う
に
な
っ
た
」「
あ
わ

や
ｆ大

惨
事
と
な
る
と
こ
ろ
」
な
ど
、
好
ま
し
く
な
い
こ
と
、
そ
う
な
っ
て
欲
し
く
な
い
こ
と
が
起
こ
り
か
け
た
と
き
に
使
わ
れ
る
﹇　
　
　

﹈
で
す
。（　

１　

）、

「
あ
わ
や
ホ
ー
ム
ラ
ン
」
は
、ホ
ー
ム
ラ
ン
を
好
ま
し
く
な
い
こ
と
と
捉
え
た
言
い
方
に
な
り
ま
す
。「
ホ
ー
ム
ラ
ン
に
な
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
け
ど
、な
ら
な
く
て
ほ
っ

と
し
た
（
巨
人
に
点
が
入
ら
な
く
て
よ
か
っ
た
）」
と
い
う
気
持
ち
が
、
Ａは

し
な
く
も
出
て
し
ま
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。（　

２　

）、
本
当
に
巨
人
フ
ァ
ン
だ
と

し
て
も
、「
あ
わ
や
」
を
使
っ
た
以
上
、
ア
ン
チ
巨
人
か
と
誤
解
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
と
も
い
え
ま
す
。

　
「
あ
わ
や
」
は
、「
も
う
少
し
の
と
こ
ろ
で
」
と
い
っ
た
中
立
的
、客
観
的
な
意
味
を
表
す
だ
け
で
な
く
、「
そ
う
な
っ
て
欲
し
く
な
い
」
と
い
う
発
話
者
（
書
き
手
）

の
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
る
言
葉
な
の
で
す
。『
明
鏡
国
語
辞
典
第
二
版
』
に
も
「
幸
運
や
成
功
に
つ
い
て
い
う
の
は
誤
り
」
と
あ
り
、「
あ
わ
や
記
録
達
成
と

い
う
と
こ
ろ
で
失
敗
す
る
」
の
誤
用
例
が
載
っ
て
い
ま
す
。

　
（　

３　

）、
誰
か
の
幸
運
・
成
功
が
、
ほ
か
の
誰
か
を
悔
し
が
ら
せ
た
り
、
落
ち
込
ま
せ
た
り
す
る
こ
と
は
Ｂ世

の
習
い
。
逆
に
、
他
人
の
不
運
・
失
敗
に
得
た

り
と
Ｃほ

く
そ
笑
む
輩
も
い
る
の
も
ご
承
知
の
通
り
。「
あ
わ
や
」
が
適
切
か
ど
う
か
は
、
人
に
よ
り
、
立
場
に
よ
り
、
変
わ
っ
て
き
ま
す
。（　

４　

）、
発
し
た
者

の
隠
れ
た
思
い
、
立
ち
位
置
を
あ
ら
わ
に
し
た
り
、
い
ら
ぬ
誤
解
を
与
え
て
し
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

＊

３　

文
化
審
議
会
国
語
分
科
会
は
二
〇
一
八
年
三
月
、「
分
か
り
合
う
た
め
の
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
報
告
）」
を
ま
と
め
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、言
語
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
考
慮
す
べ
き
要
素
の
一
つ
に
「
ふ
さ
わ
し
さ
」
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
障
害
と
な
る
の
は
、
意
味
の
取
り
違
え
や
、

語
形
の
誤
り
、
文
法
的
な
規
範
の
逸
脱
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
そ
う
な
っ
て
欲
し
か
っ
た
」
こ
と
が
実
現
せ
ず
、
が
っ
か
り
し
て
い
る
相
手
に
対
し
て
、「
あ

わ
や
…
だ
っ
た
ね
」
と
声
を
か
け
る
の
は
、
ふ
さ
わ
し
い
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

　

報
告
で
は
、「
台
風
の
当
た
り
年
」
を
例
に
挙
げ
て
い
ま
す
。（　

５　

）、
作
物
が
た
く
さ
ん
と
れ
る
年
を
指
す
「
当
た
り
年
」
を
、
農
業
に
も
大
き
な
影
響
を

及
ぼ
す
台
風
の
数
の
多
さ
に
用
い
る
の
は
、
比
喩
表
現
と
し
て
適
切
か
ど
う
か
。
迷
惑
を
被
っ
た
人
た
ち
、
被
害
に
苦
し
む
人
た
ち
の
心
情
を
傷
つ
け
る
お
そ
れ

も
あ
り
ま
す
。

＊

４　

ふ
さ
わ
し
さ
を
考
慮
し
て
伝
え
合
う
た
め
に
は
、「

①語
彙
の
引
き
出
し
」
を
い
っ
ぱ
い
に
し
、
き
ち
ん
と
整
理
し
て
お
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
新
学
習
指
導
要

領
で
も
、小
学
校
か
ら
高
等
学
校
ま
で
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
、「

②語
彙
を
豊
か
に
す
る
こ
と
」と
締
め
く
く
ら
れ
る
項
目
が
入
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、高
等
学
校（「
現

代
の
国
語
」）
で
は
、「
話
や
文
章
の
中
で
使
う
こ
と
を
通
し
て
、

③語
彙
を
磨
き

④語
彙
を
豊
か
に
す
る
こ
と
」
と
あ
り
ま
す
。
や
み
く
も
に

⑤語
彙
の
量
を
増
や
す
の

で
は
な
く
、
文
章
の
目
的
や
対
象
に
か
な
っ
た

⑥語
彙
を
選
択
で
き
る
力
、
表
面
的
な
意
味
だ
け
で
な
く
、
与
え
る
印
象
や
細
か
な
用
法
の
違
い
を
意
識
し
て
使
え

る
セ
ン
ス
、
と
い
っ
た
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

国
　
　
　
語
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「
あ
わ
や
」
や
「
当
た
り
年
」
の
よ
う
に
、あ
る
価
値
観
や
、プ
ラ
ス
も
し
く
は
マ
イ
ナ
ス
の
方
向
性
が
潜
ん
で
い
る
言
葉
の
存
在
に
気
づ
き
、類
語
を
探
し
た
り
、

別
の
表
現
が
で
き
な
い
か
工
夫
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
語
彙
を
豊
か
に
す
る
き
っ
か
け
に
な
る
は
ず
で
す
。

　
「
も
う
少
し
で
ホ
ー
ム
ラ
ン
だ
っ
た
」は
、①攻
守
ど
ち
ら
か
ら
も
使
え
ま
す
。
守
る
側
と
そ
れ
を
応
援
す
る
観
客
の
ほ
っ
と
し
た
気
持
ち
を
表
す
の
が「
あ
わ
や
ホ
ー

ム
ラ
ン
だ
っ
た
」
で
す
。「
危
う
く
」「
危
な
く
」
に
す
る
と
、
も
っ
と
〈　

Ａ　

〉
が
伝
わ
る
で
し
ょ
う
か
。
同
じ
状
況
を
、
攻
め
る
側
の
〈　

Ｂ　

〉
を
代
弁

す
る
な
ら
、「
も
う
一
息
で
、
ホ
ー
ム
ラ
ン
だ
っ
た
」「
惜
し
く
も
ホ
ー
ム
ラ
ン
に
な
ら
な
か
っ
た
」
と
な
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

５　
「
ま
い
っ
た
な
、
筋
金
入
り
の
阪
神
フ
ァ
ン
と
し
て
は
、
巨
人
び
い
き
の
ふ
り
を
す
る
の
は
至
難
の
業
。
あ
の
部
長
も
し
つ
こ
い
の
な
ん
の
。
や
っ
と
、
解
放

さ
れ
た
よ
」

「
や
っ
と
、
で
悪
か
っ
た
ね
」

「
ギ
ョ
ッ
、
今
の
独
り
言
、
聞
い
て
た
ん
で
す
か
」

　

長
い
時
間
を
か
け
て
実
現
す
る
こ
と
に
つ
い
て
用
い
る
副
詞
が
「
や
っ
と
」
で
す
。
そ
れ
が
実
現
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
思
い
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

で
は
、

②「
大
災
害
の
全
貌
が
明
ら
か
に
な
り
、
最
悪
の
事
態
が
や
っ
と
判
明
し
た
」
は
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
全
貌
判
明
は
期
待
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
そ

れ
が
最
悪
の
結
果
だ
っ
た
と
し
た
ら
…
…
。「
ふ
さ
わ
し
さ
」
の
視
点
か
ら
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。

 

（
関
根
健
一
の
文
に
よ
る
）

問
一　
　
　

部
ａ
〜
ｆ
の
漢
字
を
ひ
ら
が
な
に
、
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
改
め
な
さ
い
。

問
二　
（　
　

）
１
〜
５
に
入
る
語
を
、
次
か
ら
選
ん
で
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　
　
　

ア　

つ
ま
り　
　
　

イ　

あ
る
い
は　
　
　

ウ　

と
き
に
は　
　
　

エ　

た
だ
し　
　
　

オ　

本
来

問
三　
　
　

部
Ａ
「
は
し
な
く
も
」
Ｂ
「
世
の
習
い
」
Ｃ
「
ほ
く
そ
笑
む
」
の
意
味
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
選
択
肢
か
ら
選
び
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

 
 

ア　

わ
き
ま
え
ず
に

 
 

イ　

思
い
が
け
ず

　
　
　

Ａ　

は
し
な
く
も 

｛ 

ウ　

ひ
か
え
め
に

 
 

エ　

わ
ず
か
な
が
ら

 
 

オ　

お
さ
え
る
こ
と
も
で
き
ず

 
 

ア　

普
通
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

 
 

イ　

世
間
に
見
習
う
べ
き
こ
と

　
　
　

Ｂ　

世
の
習
い 

｛ 

ウ　

習
慣
と
し
て
世
間
が
認
め
て
い
る
こ
と

 
 

エ　

先
例
が
あ
る
こ
と

 
 

オ　

世
の
中
の
の
ろ
わ
し
い
こ
と

 
 

ア　

大
き
く
笑
う
こ
と

 
 

イ　

心
の
中
で
大
笑
い
す
る
こ
と

　
　
　

Ｃ　

ほ
く
そ
笑
む 

｛ 

ウ　

に
っ
こ
り
と
し
て
同
意
す
る
こ
と

 
 

エ　

ひ
そ
か
に
笑
う
こ
と

 
 

オ　

意
地
悪
な
笑
い
を
か
く
す
こ
と
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問
四　
﹇　
　

 

﹈
に
は
、「
あ
わ
や
」
の
品
詞
名
を
漢
字
で
入
れ
な
さ
い
。

問
五　

段
落
３
の
本
文
に
は
次
の
一
文
が
抜
け
て
い
る
。
こ
の
一
文
が
入
る
と
こ
ろ
の
直
前
の
五
字
を
抜
き
出
し
な
さ
い
。（
句
読
点
を
含
む
）

　
　
　
　
　
　

文
法
的
に
正
し
く
て
も
、
あ
る
価
値
判
断
を
含
む
言
葉
を
そ
れ
と
意
識
せ
ず
用
い
る
の
は
、「
ふ
さ
わ
し
さ
」
に
欠
け
ま
す
。

問
六　
　
　
部
①
〜
⑥
の
語
彙
の
う
ち
一
つ
だ
け
「
語
感
」
と
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
。
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

問
七　
　
　

部
①
「
攻
守
ど
ち
ら
か
ら
も
」
と
い
う
の
は
、
何
を
伝
え
よ
う
と
し
た
表
現
な
の
か
。
本
文
か
ら
十
字
程
度
で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

問
八
〈　

Ａ　

〉〈　

Ｂ　

〉
に
入
る
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
正
し
い
も
の
を
次
か
ら
選
び
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　
　
　

ア　

Ａ 

緊
張
感　
　

Ｂ 

切
な
い
思
い

　
　
　
　
　
　

イ　

Ａ 

緊
張
感　
　

Ｂ 

お
も
し
ろ
さ

　
　
　
　
　
　

ウ　

Ａ 

危
機
感　
　

Ｂ 

お
も
し
ろ
さ

　
　
　
　
　
　

エ　

Ａ 

危
機
感　
　

Ｂ 

切
な
い
思
い

　
　
　
　
　
　

オ　

Ａ 

安
心
感　
　

Ｂ 

悔
し
さ

　
　
　
　
　
　

カ　

Ａ 

安
心
感　
　

Ｂ 

楽
し
さ

問
九　

 　
　

部
②
は
、
こ
の
文
の
「
や
っ
と
」
の
使
い
方
に
つ
い
て
「
ふ
さ
わ
し
さ
」
か
ら
考
え
る
と
問
題
点
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
。
次
の
説
明
文
か
ら
、
最
も
ふ
さ
わ

し
い
も
の
を
選
び
な
さ
い
。

　
　
　
　
　
　

ア　
「
や
っ
と
」
に
は
、
労
力
を
か
け
た
と
い
う
意
も
添
え
ら
れ
る
の
で
、
頑
張
っ
て
調
べ
た
こ
と
を
不
快
に
感
じ
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
意
。

　
　
　
　
　
　

イ　

 「
や
っ
と
」
に
は
、
時
間
が
か
か
っ
た
こ
と
を
振
り
返
り
述
べ
る
意
が
添
え
ら
れ
て
い
る
が
、
作
業
を
急
ぐ
気
持
ち
が
前
面
に
出
て
い
る
と
受
け
取
ら
れ

か
ね
な
い
と
い
う
意
。

　
　
　
　
　
　

ウ　

 「
や
っ
と
」
に
は
、
仕
事
や
作
業
に
時
間
的
な
支
障
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
言
葉
で
あ
る
か
ら
、
と
り
ま
と
め
を
急
ぐ
力
が
か
か
っ
て
い
た
と
思
わ

せ
て
し
ま
う
と
い
う
意
。

　
　
　
　
　
　

エ　
「
や
っ
と
」
に
は
、
や
り
終
え
て
安
堵
す
る
気
持
ち
を
含
ま
せ
て
し
ま
う
が
、
被
災
者
の
気
持
ち
を
逆
な
で
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
意
。

　
　
　
　
　
　

オ　

 「
や
っ
と
」
に
は
、
事
態
を
深
刻
に
受
け
取
る
姿
勢
よ
り
も
、
そ
れ
を
解
明
す
る
側
の
労
力
や
時
間
に
意
識
が
注
が
れ
て
い
る
こ
と
に
思
い
や
り
の
な
さ

を
示
し
て
い
る
と
い
う
意
。
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二
　
次
の
文
を
読
み
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　
　

奥
山
に
も
み
ぢ
踏
み
わ
け
鳴
く
鹿
の
声
き
く
と
き
ぞ
秋
は
か
な
し
き　
　

よ
み
人
し
ら
ず
（
秋
上
）

　

こ
の
歌
は
、『
小
倉
百
人
一
首
』
に
は
猿
丸
大
夫
の
名
で
採
ら
れ
て
い
る
の
で
、
知
っ
て
い
る
人
も
多
い
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
の
歌
を
読
む
と
、
花
札
か
る
た
の
、
楓
紅
葉
と
鹿
の
図
を
つ
い
思
い
浮
か
べ
て
し
ま
う
。
秋
の
﹇
Ａ
﹈
を
織
り
な
す
紅
葉
と
鹿
の
声
、
ど
こ
か
華
や
か
で
し

か
も
寂
し
さ
の
あ
る
情
景
だ
が
、実
の
と
こ
ろ
、こ
の
歌
の
「
も
み
ぢ
」
は
本
来
は
「
萩
の
黄も

み

じ葉
」
で
あ
る
。
の
ち
に
『
小
倉
百
人
一
首
』
を
撰え

ら

ん
だ
藤
原
定
家
は
、

『
新
古
今
集
』
の
撰
者
で
も
あ
る
が
、
定
家
の
時
代
に
は
も
う
、
こ
の
「
も
み
ぢ
」
は
「
楓
の
紅
葉
」
と
し
て
受
け
と
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
し
か
し
、『
古
今
集
』

の
配
列
か
ら
み
る
と
、

①こ
れ
は
ず
っ
と
萩
の
歌
が
つ
づ
い
て
い
る
な
か
に
あ
り
、
ど
う
み
て
も
「
萩
」
で
あ
る
。

　

鹿
の
鳴
く
声
が
、
な
ぜ
し
き
り
に
と
り
上
げ
ら
れ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
妻
を
恋
う
鳴
き
声
だ
か
ら
で
あ
る
。
妻
問
う
鹿
の
声
は
、
上
代
の
人
々
の
情
感
を

そ
そ
る
も
の
だ
っ
た
。『
万
葉
集
』
に
は
、
巻
十
に
「﹇
Ｂ
﹈
を
詠
む
」
と
い
う
題
で
十
六
首
が
お
さ
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
ほ
か
に
も
、
い
く
つ
も
鹿
の
声
が
登

場
す
る
。

　
　

わ
が
岡
に
小さ

を

し

か

き

牡
鹿
来
鳴
く
初
萩
の
花は

な
づ
ま妻
問
ひ
に
来
鳴
く
小
牡
鹿　
　
　
　

大
伴
旅
人
（
万
葉
集
・
巻
八
）

　
　

秋
萩
の
散
り
の
乱ま

が

ひ
に
呼
び
立
て
て
鳴
く
な
る
鹿
の
声
の
は
る
け
さ　
　

湯
原
王　

  （
同
）

　

現
代
で
も
、
奈
良
と
い
え
ば
鹿
、
と
思
い
浮
か
べ
る
ほ
ど
、﹇
Ｃ
﹈
地
方
に
は
古
来
、
鹿
が
褄す

ん
で
い
た
。
明
日
香
の
時
代
、
奈
良
の
時
代
は
、
都
に
あ
っ
て
も

鹿
の
声
は
身
近
で
あ
っ
た
。
秋
萩
も
ま
た
、
人
々
に
た
い
そ
う
愛
さ
れ
た
。

　

あ
る
秋
、私
は
時
雨
の
降
る
夕
暮
れ
に
奈
良
郊
外
の
秋あ

き
し
の
で
ら

篠
寺
を
訪
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
小
さ
な
山
門
を
く
ぐ
る
と
、石
畳
の
両
側
か
ら
、あ
ふ
れ
る
よ
う
に
し
て
、

萩
の
く
さ
む
ら
が
黄
色
く
黄
葉
し
て
い
た
。
萩
の
黄
葉
は
見
知
っ
て
は
い
た
が
、
こ
れ
ほ
ど
に
み
ご
と
に
、
ゆ
た
か
に
、
輝
く
ば
か
り
の
黄
葉
の
群
れ
を
見
た
の

は
初
め
て
で
あ
っ
た
。
私
は
し
ば
ら
く
、
足
を
運
ぶ
の
も
忘
れ
て
、
時
雨
の
な
か
に
立
ち
、
萩
の
黄
葉
に
見
と
れ
て
い
た
。

　

そ
の
経
験
が
あ
る
た
め
に
、
私
に
は
「
萩
と
鹿
」
の
と
り
合
わ
せ
が
、
実
に
い
き
い
き
と
感
じ
ら
れ
る
。

　
②ど

ん
な
に
美
し
く
整
っ
た
歌
で
も
、そ
こ
に
「
生
き
た
実
感
」
が
な
け
れ
ば
、歌
は
本
質
的
に
成
り
立
た
な
い
。 

そ
れ
は
王
朝
和
歌
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

歌
は
ひ
と
つ
の
核
の
よ
う
な
も
の
で
、
受
け
手
の
ほ
う
も
ま
た
、
そ
の
実
感
を
共
有
し
、
共
鳴
す
る
。
鑑
賞
者
の
ほ
う
に
実
感
が
あ
れ
ば
、
歌
と
い
う
核
は
何
十

倍
に
も
ひ
ろ
く
、
深
く
、
共
感
で
き
る
面
が
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
都
が
大
和
、
奈
良
を
経
て
大
き
な
平
安
京
に
移
っ
て
か
ら
は
、
鹿
の
鳴
く
声
も
耳
に
し
な
く
な
っ
た
の
か
、

③『
古
今
集
』
で
は
、
山
里
の
風
情
に

思
い
を
馳
せ
て
の
歌
が
多
い
。

　
　

秋
萩
の
花
咲
き
に
け
り
高
砂
の
尾
上
の
鹿
は
今
や
鳴
く
ら
ん　
　

藤
原
敏
行
（
秋
上
）

　
「
高
砂
の
尾
上
」
と
は
、
王
朝
和
歌
に
多
い
表
現
で
あ
る
が
、
元
来
は
「
高
砂
」
は
、
砂
の
高
く
丘
の
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
「
山
」
を
意
味
し
、「
尾

上
」
は
「
峰
の
上
」
で
、
山
の
頂
と
い
う
意
で
あ
る
。
し
か
し
、
高
砂
を
、
今
の
兵
庫
県
加
古
川
の
河
口
あ
た
り
の
固
有
名
詞
と
す
る
見
方
も
あ
る
。

　

こ
の
歌
も
、前
の「
奥
山
に
」の
歌
も
、同
じ「
是
貞
親
王
家
歌
合
」で
の
歌
で
あ
る
。
た
だ
、「
奥
山
に
」の
ほ
う
は
、「
よ
み
人
し
ら
ず
」に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

歌
合
せ
に
歌
を
提
出
す
る
く
ら
い
の
人
が
、名
も
知
ら
ぬ
「
よ
み
人
し
ら
ず
」
の
は
ず
が
な
い
、と
い
う
の
で
、「
奥
山
に
」
の
作
者
は
よ
ほ
ど
地
位
の
ひ
く
い
人
か
、

勅
勘
を
受
け
て
表
面
に
出
ら
れ
な
か
っ
た
人
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
説
が
あ
る
。
是
貞
親
王
は
、
光
孝
天
皇
の
第
二
皇
子
で
、
こ
の
と
き
は
秋
の
歌
ば
か
り

の
歌
合
せ
が
催
さ
れ
た
ら
し
い
。
こ
の
「
奥
山
に
」
の
歌
は
、
古
歌
集
の
『
猿
丸
大
夫
集
』
に
み
え
て
お
り
、
の
ち
の
藤
原
公
任
の
『
三
十
六
人
撰
』
に
は
猿
丸

大
夫
と
し
て
入
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
在
し
た
人
か
ど
う
か
は
疑
問
で
、「
人
丸
」（
柿
本
人
麻
呂
）
と
の
か
か
わ
り
を
考
え
る
人
も
あ
る
。

　

お
そ
ら
く
は
、
古
歌
を
集
め
た
古
歌
集
の
な
か
に
入
っ
て
い
た
も
の
が
、
歌
合
せ
に
提
出
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
必
ず
し
も
そ
の
歌
合
せ
に
同
席
し
た
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と
は
考
え
な
く
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
思
っ
て
読
む
と
、

④こ
の
歌
に
は
ど
こ
か
古
代
の
面
影
が
の
こ
っ
て
い
て
、『
古
今
集
』
の
「
今
」
よ
り
も
「
古
」

に
属
す
る
歌
風
の
よ
う
に
み
え
る
。
や
は
り
「
よ
み
人
し
ら
ず
」
の
歌
は
、
少
し
時
代
を
さ
か
の
ぼ
っ
た
こ
ろ
の
歌
が
、
人
々
の
口こ

う
し
ょ
う誦
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た

も
の
、
と
考
え
る
の
が
素
直
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

（
尾
崎
左
永
子
氏
の
文
に
よ
る
）

注　

歌
合
せ　
　

左
右
に
わ
か
れ
て
和
歌
の
良
し
悪
し
を
競
う
も
の
。

　
　

勅
勘　
　
　

天
皇
の
怒
り
を
か
う
こ
と
。

　
　

藤
原
公
任　

平
安
中
期
の
歌
人
。『
和
漢
朗
詠
集
』
を
編
纂さ

ん

し
た
ほ
か
、『
三
十
六
人
撰
』
な
ど
の
秀
歌
選
を
編
ん
で
い
る
。

問
一　
　
　
部
の
『
新
古
今
集
』『
古
今
集
』『
万
葉
集
』
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
成
立
の
時
代
と
そ
の
時
代
の
他
の
作
品
を
後
か
ら
選
び
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

①

奈
良
時
代　
　

②　

平
安
時
代　
　

③　

鎌
倉
時
代　
　

④　

室
町
時
代　
　

⑤　

江
戸
時
代

ア

古
事
記

イ

土
佐
日
記　
　

ウ　

徒
然
草

エ

奥
の
細
道　
　

オ　

曾
根
崎
心
中

問
二　
﹇
Ａ
﹈﹇
Ｂ
﹈﹇
Ｃ
﹈
の
そ
れ
ぞ
れ
に
入
る
語
を
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

﹇
Ａ
﹈　　

ア　

紅
葉　
　

イ　

鹿

ウ

錦

エ

山
奥　
　

オ　

味
覚

﹇
Ｂ
﹈　　

ア　

秋　
　
　

イ

動
物　
　

ウ　

鳴
声　
　

エ　

鹿
鳴　
　

オ　

獣

﹇
Ｃ
﹈　
　

ア　

山
城　
　

イ　

摂
津　
　

ウ　

河
内　
　

エ　

和
泉　
　

オ　

大
和

問
三　
「
黄
葉
」
に
「
も
み
じ
」
と
ふ
り
が
な
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
古
語
「
も
み
ぢ
」
の
意
味
と
し
て
正
し
い
。
次
か
ら
古
語
「
も
み
ぢ
」
の
説
明
と
し
て
正
し

い
も
の
を
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

秋
に
草
木
が
、
赤
く
色
づ
く
こ
と
で
は
な
く
、
黄
色
に
変
色
す
る
さ
ま
を
言
っ
た
。

イ

秋
に
草
木
が
、
黄
色
か
ら
赤
く
変
化
し
て
い
く
さ
ま
を
言
っ
た
。

ウ

秋
に
草
木
が
、
赤
や
黄
に
色
づ
く
こ
と
を
言
っ
た
。

エ

秋
に
草
木
が
、
枯
れ
て
い
く
さ
ま
を
言
っ
た
。

オ

秋
に
草
木
が
、
落
ち
葉
に
な
っ
て
い
く
さ
ま
を
言
っ
た
。

問
四　

部
①
で
述
べ
て
い
る
こ
と
を
言
い
換
え
た
。
説
明
と
し
て
ま
ち
が
っ
て
い
る
も
の
を
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

古
今
和
歌
集
の
撰
者
た
ち
の
解
釈
は
楓
の
紅
葉
で
は
な
い
。

イ

古
今
和
歌
集
の
な
ら
び
で
は
、
こ
の
和
歌
は
萩
の
和
歌
の
中
に
あ
る
。

ウ

和
歌
「
奥
山
に
」
に
詠
ま
れ
た
色
合
い
に
赤
を
入
れ
込
ん
だ
の
は
後
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
だ
。

エ

古
今
和
歌
集
の
撰
者
の
解
釈
と
藤
原
定
家
の
解
釈
に
は
違
い
が
あ
っ
た
。

オ

花
札
か
る
た
の
図
柄
が
も
と
で
解
釈
が
狂
っ
て
き
た
。

問
五　

部
②
で
は
、
和
歌
「
奥
山
に
」
の
良
さ
を
再
発
見
し
て
い
る
。「
生
き
た
実
感
」
の
説
明
と
し
て
、
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

京
都
で
の
都
人
の
生
活
で
は
す
っ
か
り
自
然
に
生
き
る
動
物
の
様
子
が
感
じ
ら
れ
ず
作
歌
も
空
想
的
に
な
っ
た
。

イ

楓
の
紅
葉
に
鹿
が
鳴
い
て
い
る
図
柄
が
念
頭
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
鹿
を
よ
く
知
ら
な
い
で
い
た
か
ら
だ
。

ウ

紅
葉
が
燃
え
る
よ
う
な
赤
さ
を
際
立
た
せ
る
の
は
秋
が
来
て
も
色
変
わ
り
し
な
い
鹿
の
毛
色
に
よ
る
も
の
だ
。

エ

萩
の
小
さ
な
葉
が
色
づ
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
鹿
の
毛
色
な
ど
が
と
て
も
似
つ
か
わ
し
く
感
じ
ら
れ
る
こ
と
だ
。
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問
六　

 　
　

部
③
の
「
山
里
の
風
情
に
思
い
を
馳
せ
」
る
歌
の
一
つ
が
、
和
歌
「
奥
山
に
」
だ
と
い
う
。
こ
こ
に
遠
回
し
に
表
現
さ
れ
た
意
味
を
考
え
て
み
た
が
、
次
の
中

に
ま
ち
が
っ
て
い
る
も
の
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
を
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　
　
　

ア　

こ
の
和
歌
「
奥
山
に
」
は
、
都
の
中
で
想
像
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
実
景
を
詠
ん
だ
も
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　

イ　

平
安
時
代
の
生
活
は
現
代
の
生
活
よ
り
未
発
達
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
そ
れ
で
も
山
里
と
は
暮
ら
し
ぶ
り
が
違
っ
た
。

　
　
　
　
　
　

ウ　

す
で
に
都
人
と
な
っ
た
人
た
ち
は
、
和
歌
「
奥
山
に
」
に
詠
ま
れ
た
実
景
を
理
解
す
る
に
は
あ
ま
り
に
都
暮
ら
し
に
な
じ
み
す
ぎ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　

エ　

 
都
人
の
生
活
に
時
代
な
り
の
進
化
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
わ
び
し
い
山
里
暮
ら
し
を
回
想
し
と
り
戻
し
た
い
と
い
う
欲
求
は
あ
る
も
の

だ
。

　
　
　
　
　
　

オ　

 

都
に
は
す
で
に
秋
に
鳴
く
鹿
を
間
近
に
見
る
よ
う
な
生
活
は
な
く
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
鹿
の
声
に
人
の
情
感
が
か
き
立
て
ら
れ
る
和
歌
に
価
値
を
見
出

し
て
い
る
。

問
七　
　
　

部
④
で
は
、
和
歌
「
奥
山
に
」
を
取
り
上
げ
、
古
今
集
の
性
格
に
言
い
及
ん
で
い
る
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　
　
　

ア　
「
古
」
さ
と
「
今
」
ら
し
さ
を
区
別
す
る
の
は
難
し
く
、「
歌
合
せ
」
な
ど
の
資
料
を
熟
読
し
な
い
限
り
は
わ
か
っ
て
も
ら
え
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　

イ　

昔
の
和
歌
を
投
げ
出
し
て
し
ま
う
こ
と
な
く
作
品
に
収
め
る
こ
と
で
当
時
の
「
今
」
に
続
く
和
歌
の
伝
統
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　

ウ　

当
時
と
し
て
何
と
か
理
解
で
き
た
「
昔
」
の
和
歌
が
、我
々
の
目
か
ら
は
見
分
け
に
く
い
が
、よ
く
読
め
ば
「
古
」「
今
」
を
う
ま
く
編
ん
で
作
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　

エ　

和
歌
の
中
に
は
、
古
今
集
の
時
代
に
お
い
て
も
古
風
な
和
歌
が
入
れ
込
ま
れ
て
お
り
、
古
今
集
が
な
ぞ
に
満
ち
た
作
品
と
な
っ
て
い
る
。

問
八　

こ
の
文
章
で
伝
え
て
い
る
こ
と
を
ま
と
め
た
が
、
ま
ち
が
っ
て
い
る
も
の
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
を
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　
　
　

ア　

花
札
か
る
た
で
知
ら
れ
る
紅
葉
の
下
で
鳴
く
鹿
の
絵
柄
は
、
古
今
集
の
撰
者
た
ち
な
ら
ば
あ
の
よ
う
な
も
の
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　

イ　

 

古
今
集
撰
者
の
解
釈
を
理
解
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
藤
原
定
家
は
、お
そ
ら
く
別
の
根
拠
に
よ
っ
て
赤
く
染
ま
る
紅
葉
の
下
で
鹿
が
鳴
い
て
い
る
と
考
え
た
。

　
　
　
　
　
　

ウ　

万
葉
集
に
お
い
て
は
鹿
は
、
萩
と
と
も
に
詠
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
都
人
に
は
そ
れ
が
次
第
に
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。

　
　
　
　
　
　

エ　

 

か
つ
て
秋
の
鹿
が
ど
の
よ
う
な
風
物
と
似
つ
か
わ
し
い
か
は
よ
く
知
ら
れ
た
が
、
そ
れ
も
平
安
京
に
遷う

つ

る
ま
で
の
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
残
念

な
こ
と
だ
。

　
　
　
　
　
　

オ　

和
歌
に
は
実
感
が
大
切
だ
っ
た
が
、歌
合
せ
が
歌
人
の
実
感
を
失
わ
せ
る
方
向
に
向
か
わ
せ
た
し
、や
が
て
作
品
の
作
者
さ
え
も
忘
れ
去
ら
れ
て
い
っ
た
。

三
　
次
の
そ
れ
ぞ
れ
の
四
字
熟
語
の
空
欄
に
入
る
漢
字
を
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　
　
　

Ａ　

支
離
（　
　

）
裂

　
　
　
　
　
　

Ｂ　
（　
　

）
戦
苦
闘

　
　
　
　
　
　

Ｃ　

一
世
（ 　
　

）
靡

　
　
　
　
　
　

Ｄ　

臨
機
（　
　

 

）
変

　
　
　
　
　
　

Ｅ　
（　
　

） 

途
有
望

　
　
　
　
　
　

Ｆ　

単
（　
　

）
直
入
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四
　
次
の

部
①
〜
⑥
の
品
詞
を
後
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。（
同
じ
記
号
を
二
度
使
っ
て
も
良
い
）

宗
助
は
先さ

つ

き刻
か
ら
縁え

ん
が
わ側
へ
坐ざ

ぶ

と

ん

蒲
団
を
持
ち
出
し
て
、

①日
当
り
の
好よ

さ
そ
う
な
所
へ

②気
楽
に
胡あ

ぐ

ら坐
を
か
い
て
見
た
が
、

③や
が
て
手
に
持
っ
て
い
る
雑
誌
を

④放
り
出
す

と
共
に
、

⑤ご
ろ
り
と
横
に
な
っ
た
。
秋あ

き
び
よ
り

日
和
と
名
の
つ
く
ほ
ど
の
上
天
気
な
の
で
、
往
来
を
行
く
人
の
下げ

た駄
の
響ひ

び
き

が
、

⑥静
か
な
町
だ
け
に
、
朗
ら
か
に
聞き

こ

え
て
来
る
。

（
夏
目
漱
石
『
門
』
冒
頭
部
）

ア

名
詞

イ

動
詞

ウ

形
容
詞

エ

形
容
動
詞

オ

連
体
詞

カ

副
詞

キ

助
詞

ク

助
動
詞

一　 問 一
ａ

キ ョ ウ ミ

ｂ

テ ン カ イ

ｃ

シ ョ ウ ダ ン

ｄ

エ ン チ ョ ウ

ｅ

回 避

ｆ

大 惨 事

　 問 二
１ ２ ３ ４ ５

　 問 三
Ａ Ｂ Ｃ

問 四

　 問 五 問 六

　 問 七

　 問 八 問 九

二　 問 一 新 古 今 集 古 今 集 万 葉 集

　 問 二
Ａ Ｂ Ｃ

　 問 三 　 問 四 　 問 五

　 問 六 　 問 七 　 問 八

三

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

四

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

２ ０ ２ ０ 年 度 相 愛 高 等 学 校 １ 次 国 語 解 答 用 紙

受
　
験
　
番
　
号

国 語 解 答

興 　 味 展 　 開

か い ひ
ア

イ
エ

ウ
ウ

エ

オ
ウ

エ
オ

エ オ
オ

り ま せ ん 。

滅
ア

悪
エ

風
カ

応
イ

前 刀

カ エ

だ い さ ん じ

イ
ア エ

③

③ 　 　 ウ ② 　 　 イ ① 　 　 ア

エ ウ オ

商 　 談 延 　 長

副 詞

中 立 的 、 客 観 的 な 意 味

2点
×6

2点
×5

2点
×6

2点
×6

3点
×3

3点
×3

3点
×3

完
答

2点
×3

2点
×3 2点

2点

3点
3点 3点

小
計

43
点

小
計

33
点

小
計

12
点

小
計

12
点

2点


