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国語〔前期Ｂ方式〕
設問 解答例

Ⅲ

問一

1 6
2 2
3 6
4 2
5 5
6 4

問二
7 5
8 1

問三 9 2
問四 ⓾ 4
問五 ⓫ 1
問六 ⓬ 2
問七 ⓭ 3

問八
⓮ 2
⓯ 4
⓰ 2

国語〔前期Ｂ方式〕
設問 解答例

Ⅰ

問一

1 4
2 4
3 5
4 1
5 3

問二
6 3
7 5

問三

8 4
9 5
⓾ 3
⓫ 1
⓬ 2

問四

⓭ 6
⓮ 3
⓯ 2
⓰ 4
⓱ 1

問五
⓲ 4
⓳ 2

問六 ⓴ 3
問七 ㉑ 3
問八 ㉒ 2
問九 ㉓ 3

Ⅱ

問一

1 5
2 2
3 3
4 5
5 4
6 1

問二

7 4
8 3
9 1
⓾ 2
⓫ 7
⓬ 6

問三

⓭ 1
⓮ 3
⓯ 5
⓰ 2

問四
⓱ 5
⓲ 3

問五 ⓳ 2
問六 ⓴ 5
問七 ㉑ 3
問八 ㉒ 4

国語〔前期Ａ方式（1/30）〕
設問 解答例

一

問一

1 3
2 2
3 4
4 1
5 5
6 1

問二
7 4
8 5

問三

9 4
⓾ 5
⓫ 2
⓬ 3
⓭ 1

問四

⓮ 1
⓯ 2
⓰ 7
⓱ 4
⓲ 6
⓳ 5

問五 ⓴ 3
問六 ㉑ 4
問七 ㉒ 4
問八 ㉓ 4

二

問一

㉔ 2
㉕ 3
㉖ 2
㉗ 4
㉘ 2

問二 ㉙ 4
問三 ㉚ 1
問四 ㉛ 5
問五 ㉜ 3

問六
㉝ 4
㉞ 2
㉟ 4

問七 ㊱ 4
問八 ㊲ 1
問九 ㊳ 3

問十
㊴ 3
㊵ 5

国語〔前期Ａ方式（1/29）〕
設問 解答例

一

問一

1 1
2 5
3 1
4 3
5 4

問二

6 5
7 2
8 6
9 4
⓾ 1

問三

⓫ 2
⓬ 4
⓭ 3
⓮ 1
⓯ 5

問四

⓰ 2
⓱ 5
⓲ 3
⓳ 4

問五 ⓴ 2
問六 ㉑ 2

問七
㉒ 3
㉓ 1

問八 ㉔ 5
問九 ㉕ 5

二

問一

㉖ 3
㉗ 4
㉘ 1
㉙ 5
㉚ 5
㉛ 1

問二 ㉜ 3
問三 ㉝ 2

問四
㉞ 2
㉟ 4
㊱ 5

問五 ㊲ 3

問六

㊳ 4
㊴ 2
㊵ 1
㊶ 2

問七 ㊷ 5
問八 ㊸ 4
問九 ㊹ 4

国語〔後期〕
設問 解答例

一

問一

1 4
2 2
3 4
4 3
5 5

問二

6 1
7 2
8 1
9 5
⓾ 2

問三 ⓫ 2
問四 ⓬ 4
問五 ⓭ 4
問六 ⓮ 1
問七 ⓯ 3
問八 ⓰ 4
問九 ⓱ 5
問十 ⓲ 5

二 問一 ⓳ 5
問二 ⓴ 3
問三 ㉑ 4

問四
㉒ 5
㉓ 1

問五 ㉔ 3
問六 ㉕ 1
問七 ㉖ 1
問八 ㉗ 4
問九 ㉘ 2

解 

答 

例 

・ 

解 

説
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国
語〔
前
期
Ａ
方
式 

１
／
29
〕 

一問
六　

傍
線
部
の
理
由
を
問
う
問
題
。
第
五
段
落
で
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
『
寛
容
』
と
は
『
悪
人
た
ち
を
見
逃

す
』
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
」
と
あ
り
、「
寛
容
」
で
な
い
と
「
教
会
の
平
和
を
乱
す
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
寛
容
に
す

べ
き
だ
」
と
い
う
考
え
だ
っ
た
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。、
こ
の
考
え
は
「
イ
エ
ス
」
が
語
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と

し
て
お
り
、「
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
を
前
提
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
内
容
と
、
第
六
段
階
の
「
全
体
的
な
差
し
引
き
勘

定
」
や
第
七
段
落
の
「
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
勘
定
に
入
れ
た
結
果
」
と
い
う
表
現
を
ふ
ま
え
る
と
、「
寛
容
」
に
な
る
べ

き
か
否
か
の
判
断
は
、「
教
会
ひ
い
て
は
社
会
の
安
定
を
保
つ
た
め
に
運
用
さ
れ
る
べ
き
」
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
考

え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
内
容
を
述
べ
た
選
択
肢
②
が
正
解
。
①
は
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の

寛
容
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
イ
エ
ス
の
言
う
『
毒
麦
』
で
あ
っ
て
も
摘
む
こ
と
は
で
き
な
い
」
が
、
第
六
段
落
の
「
罰
す

る
方
が
プ
ラ
ス
だ
、
と
判
断
で
き
れ
ば
罰
す
る
」
と
合
わ
な
い
の
で
誤
り
。
③
は
「
個
人
の
判
断
に
よ
っ
て
で
き
る
こ

と
で
は
な
く
」「
教
会
が
…
…
決
定
し
た
う
え
で
…
…
用
い
る
べ
き
概
念
」
が
誤
り
。
④
は
、「
更
生
や
処
罰
と
い
っ
た

力
の
行
使
と
結
び
つ
く
」
が
誤
り
。
⑤
は
「
個
人
の
能
力
の
問
題
で
は
な
く
、
社
会
を
治
め
る
権
力
を
も
つ
者
が
そ
の

行
使
を
慎
み
つ
つ
な
す
べ
き
課
題
」
が
、
本
文
に
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
の
で
誤
り
。

問
八　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
は
「
一
見
真
理
に
反
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
の
実
あ
る

種
の
真
理
を
言
い
あ
て
て
い
る
表
現
」
と
い
う
意
味
な
の
で
、
選
択
肢
②
か
⑤
の
い
ず
れ
か
が
正
解
だ
と
推
測
で
き
る
。

ま
た
、
傍
線
部
の
前
の
「
こ
こ
」
が
指
し
示
す
の
は
「『
愛
せ
よ
』
と
い
う
命
令
で
は
な
く
、『
憎
む
な
』
と
い
う
命
令

で
あ
り
、
そ
の
憎
し
み
を
外
的
な
行
為
に
表
現
す
る
な
、
と
い
う
命
令
」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
対
象
へ
の

否
定
的
感
情
を
前
提
」
と
し
て
「
そ
れ
を
受
け
容
れ
る
と
い
う
態
度
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
選
択
肢
⑤
が
正
解
。
①
・

④
は
、「
見
た
目
は
肯
定
の
形
式
を
取
り
な
が
ら
、
逆
に
否
定
的
結
論
を
導
く
表
現
」
が
誤
り
。
③
・
⑥
は
、「
相
反
す

る
ふ
た
つ
の
事
象
が
、
高
度
な
次
元
で
そ
の
矛
盾
を
解
消
し
て
統
一
を
は
か
る
よ
う
な
表
現
」
が
誤
り
。

問
九　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
①
は
「
邪
悪
を
…
…
是
認
す
る
こ
と
で
」
が
、
②
は
「
と
り
あ
え
ず
『
見
逃
す
』
こ

と
を
認
め
た
よ
う
な
」
が
、
③
は
「『
好
き
』
に
な
り
『
愛
す
る
』
こ
と
に
利
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
是
認

は
し
な
い
ま
で
も
容
認
す
る
よ
う
な
、
実
利
的
な
」
が
誤
り
。
④
は
、「『
異
教
徒
』
や
『
高
利
貸
し
』『
売
春
』
を
寛
容

の
対
象
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
」
と
い
う
部
分
が
、
目
的
と
し
て
不
適
当
な
た
め
誤
り
。
第
六
段
落
で
、「
罰
し
な

い
の
は
、
悪
で
な
い
と
判
断
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
く
、
罰
す
る
と
大
き
な
弊
害
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
と
お
り
、
よ
り
「
大
き
な
弊
害
」
を
防
ぐ
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
⑤
は
、
第
六
段
落
で
、「
悪
は
あ
く
ま
で
悪

で
あ
り
、
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
全
体
的
な
差
し
引
き
勘
定
か
ら
し
て
、
罰
す
る
方
が
プ
ラ
ス
だ
、
と
判
断

で
き
れ
ば
罰
す
る
。
罰
し
な
い
場
合
で
も
、
そ
れ
は
悪
で
あ
り
続
け
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
合
致
す
る
。
よ
っ

て
、
選
択
肢
⑤
が
正
解
。

二問
三　

傍
線
部
の
解
釈
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
後
で
、「
御
琴
を
ば
教
え
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
し
が
、
琵
琶
は
さ
も
承
ら

ず
」
と
あ
る
の
で
、「
御
琴
」
や
「
琵
琶
」
な
ど
の
管
弦
に
か
か
わ
る
方
面
が
話
題
と
な
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢

②
が
正
解
。

問
六　

傍
線
部
の
解
釈
を
問
う
問
題
。 

ア　
「
雲
居
」
は
「
雲
が
か
か
っ
た
遠
い
所
」「
宮
中
」「
天
上
界
」
と
い
う
意
味
で
、

「
目
見
入
れ
」
は
「
心
を
停
め
て
見
入
る
」「
物
の
怪
な
ど
が
取
り
憑
く
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
妹
姫
君
の
琵
琶
の
演

奏
に
つ
い
て
、
傍
線
部
の
後
で
「
宰
相
の
中
将
」
が
、「
そ
ら
恐
ろ
し
き
ま
で
あ
り
が
た
く
（
そ
ら
恐
ろ
し
い
ほ
ど
に
優

れ
て
い
て
）」
と
感
じ
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
選
択
肢
④
が
正
解
。  

エ　
「
宿
世
」
は
「
前
世
」「
運
命
」
と
い
う
意
味
で
、「
あ
た
ら
し
き
」
は
「
惜
し
い
」
と
い
う
意
味
の
形
容
詞
「
あ
た

ら
し
」
の
連
体
形
。
傍
線
部
の
前
の
「
言
ひ
知
ら
ず
う
つ
く
し
か
り
し
人
（
何
と
も
言
え
な
い
美
し
い
人
＝
天
人
）」
が
、

妹
姫
君
の
運
命
を
惜
し
ん
だ
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
②
が
正
解
。 

オ　

傍
線
部
は
反
語
に
な
っ
て
お

り
、「
ど
う
し
て
お
弾
き
に
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
、
必
ず
演
奏
な
さ
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
①
が
正
解
。
カ　

傍
線
部
の
前
に
「
御
夢
の
教
へ
、
げ
に
ひ
が
ご
と
も
や
と
（
あ
な
た
が
夢
で

受
け
た
教
え
は
、
な
ん
と
ま
あ
道
理
に
合
わ
な
い
こ
と
か
と
）」
と
あ
る
。
こ
の
内
容
を
、
琵
琶
の
名
手
で
あ
る
「
式
部

卿
の
宮
の
中
将
」
に
「
聞
か
せ
参
ら
せ
ば
や
（
聞
か
せ
て
さ
し
あ
げ
た
い
）」
と
い
う
文
脈
な
の
で
、
選
択
肢
②
が
正

解
。

問
七　

傍
線
部
の
内
容
を
読
み
取
る
問
題
。
傍
線
部
の
「
こ
の
御
あ
り
さ
ま
」
は
妹
姫
君
が
琵
琶
を
す
ば
ら
し
く
演
奏
す
る

様
子
を
さ
し
て
い
る
。
こ
の
様
子
が
あ
ま
り
に
す
ば
ら
し
い
の
で
、「
后
の
位
に
な
し
た
て
ま
つ
り
て
も
（
妹
姫
君
を
帝

の
后
の
位
に
つ
か
せ
な
さ
っ
て
も
）」「
足
ら
ず
（
不
十
分
だ
）」
だ
と
宰
相
の
中
将
は
考
え
て
い
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢

⑤
が
正
解
。

問
八　

傍
線
部
の
理
由
を
読
み
取
る
問
題
。
傍
線
部
は
「
こ
の
よ
う
に
思
い
悩
む
こ
と
が
い
つ
も
あ
る
の
は
、
な
ぜ
だ
ろ
う

か
、『（
天
人
が
琵
琶
の
楽
曲
を
）
伝
え
る
べ
き
ひ
と
は
い
な
い
。（
伝
授
に
値
す
る
の
は
）
妹
姫
君
だ
け
だ
と
思
う
』
と

言
っ
て
、
二
年
も
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
残
さ
ず
伝
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
宰
相
の
中
将
は
、
天

人
か
ら
琵
琶
を
教
わ
っ
た
こ
と
が
、
妹
姫
君
の
悩
み
の
原
因
で
は
な
い
か
と
自
問
自
答
し
て
い
る
の
で
、
選
択
肢
④
が

正
解
。
①
は
「
思
い
わ
ず
ら
う
こ
と
が
い
ず
れ
終
る
の
で
あ
れ
ば
」
が
、
②
は
「
楽
曲
の
伝
授
に
値
す
る
の
は
君
だ
け

だ
と
い
う
天
人
の
賞
賛
は
、
的
外
れ
な
の
で
は
な
い
か
」
が
、
③
は
「
楽
曲
の
伝
授
者
で
あ
る
こ
と
に
価
値
は
無
い
の

で
は
な
い
か
」
が
、
⑤
は
「
妹
姫
君
が
二
年
間
広
沢
に
滞
在
し
て
、
楽
曲
を
人
々
に
伝
授
す
れ
ば
覆
せ
る
の
で
は
な
い

か
」
が
誤
り
。

問
九　

文
学
史
の
知
識
を
問
う
問
題
。『
夜
寝
覚
物
語
』
は
平
安
時
代
後
期
成
立
の
作
り
物
語
。
た
だ
し
、
本
文
は
鎌
倉
時
代

後
期
頃
成
立
の
改
作
本
で
あ
る
。
①
『
う
つ
ほ
物
語
』
は
九
八
四
年
頃
に
成
立
し
た
作
り
物
語
で
あ
る
。
②
『
お
ち
く

ぼ
物
語
』
は
、
九
九
〇
年
頃
に
成
立
し
た
作
り
物
語
で
あ
る
。
③
『
狭
衣
物
語
』
は
、
一
〇
六
九
～
一
〇
七
七
年
頃
に

成
立
し
た
作
り
物
語
で
あ
る
。
④
『
た
ま
き
は
る
』
は
、
一
二
一
九
年
に
成
立
し
た
日
記
文
学
で
あ
る
。
⑤
『
と
り
か

へ
ば
や
』
は
一
一
六
八
～
一
一
八
〇
年
頃
に
成
立
し
た
作
り
物
語
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン
ル
の
異
な
る
作
品
を
選
ぶ
の
で
、

選
択
肢
④
が
正
解
。

国
語〔
前
期
Ａ
方
式 

１
／
30
〕 

一問
五　

空
所
補
充
問
題
。
選
択
肢
は
い
ず
れ
も
「
ま
さ
に
」
で
始
ま
っ
て
お
り
、
直
前
の
内
容
の
言
い
換
え
に
な
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
空
所
Ｘ
の
直
前
で
「
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
、
市
民
が
死
刑
制
度
に
つ
い
て
ど
う
考
え
、
個
々
の
死

刑
判
断
を
ど
う
考
え
る
か
は
、
文
字
通
り
裁
判
官
と
同
じ
ウ
ェ
ー
ト
と
力
を
持
つ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

裁
判
員
制
度
の
下
で
、
市
民
は
死
刑
問
題
に
関
し
て
裁
判
官
と
同
等
の
影
響
力
を
も
つ
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
選
択
肢

③
が
正
解
。
①
・
②
・
④
・
⑤
は
い
ず
れ
も
文
脈
に
合
わ
な
い
た
め
誤
り
。

問
六　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。 

傍
線
部
の
「
本
音
」
は
同
じ
段
落
で
「
権
力
側
の
意
図
」、
ま
た
第
四
段
落
で
「
権

力
側
の
目
論
見
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
第
四
段
落
で
、「
権
力
側
の
目
論
見
に
は
ま
る
こ
と
」
と
は
、「
市
民
」

が
「
当
局
」
の
「
啓
蒙
」
を
受
け
て
「
権
力
」
に
「
迎
合
」
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
市
民
の
意

欲
が
無
力
化
さ
れ
る
」
こ
と
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
以
上
に
合
致
す
る
選
択
肢
④
が
正
解
。
①
は
「
刑
事
裁
判
に
関
心

を
持
つ
よ
う
に
」
が
、
②
は
「
刑
事
裁
判
を
権
力
化
す
る
よ
う
啓
蒙
す
る
」
が
、
③
は
「
市
民
の
側
の
抵
抗
と
闘
争
を

必
然
化
す
る
」
が
、
⑤
は
「
司
法
の
民
主
化
を
実
現
す
る
」
が
誤
り
。

問
七　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
「
不
都
合
な
前
提
」
は
次
の
段
落
で
、「
権
力
論
に
つ
な
が
る
大
前
提
」
と

言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
司
法
の
民
主
化
を
実
現
す
る
」
た
め
に
は
、「
市
民
は
職
業
裁
判
官
と
同
じ
立
場

解 

答 

例 

・ 

解 

説
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に
は
立
て
な
い
」
と
い
う
前
提
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
内
容
に
合
致
す
る
選
択
肢
④
が
正
解
。
①
、
②
、
③
、
⑤
は

い
ず
れ
も
「
前
提
」
の
内
容
を
正
し
く
説
明
し
て
い
な
い
の
で
誤
り
。

問
八　

筆
者
の
主
張
を
問
う
問
題
。
第
十
段
落
で
、
筆
者
は
、「
市
民
は
、
権
力
の
一
部
と
し
て
裁
く
前
に
、
権
力
と
闘
う
必

要
が
あ
る
」「
被
告
人
を
裁
く
こ
と
だ
け
に
汲
々
と
し
て
い
た
の
で
は
意
味
が
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
第
十
四

段
落
以
降
で
「
裁
判
員
制
度
」
が
市
民
の
側
に
「
権
力
内
権
力
テ
ン
プ
ク
手
段
」
を
認
め
て
お
り
、「
市
民
は
、
そ
の
気

に
な
り
さ
え
す
れ
ば
、
内
部
か
ら
司
法
の
在
り
方
を
変
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
」「
裁
判
員
時
代
の
市
民
は
、
既
存
の

『
法
―
権
力
』
が
用
意
し
て
い
る
道
を
利
用
し
て
革
命
的
状
況
へ
と
進
め
る
」「
死
刑
権
力
の
発
動
（
あ
る
い
は
不
発
動
）

に
対
し
て
、
市
民
は
、
そ
う
し
よ
う
と
さ
え
思
え
ば
、
は
っ
き
り
と
批
判
し
、
抵
抗
し
、
反
対
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
筆
者
は
、
市
民
が
裁
判
員
裁
判
を
通
じ
て
権
力
に
抗
い
、
司
法
を
内
側
か
ら
改
革
し
て
い

く
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
④
が
正
解
。
①
は
「
外
在
的
限
界
を
打
ち

破
る
必
要
が
あ
る
」
が
本
文
に
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
誤
り
。
②
は
「
市
民
は
…
…
裁
判
官
と
同
じ
権
限
を
持
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
が
誤
り
。「
裁
判
員
裁
判
」
に
お
け
る
市
民
の
判
断
は
、
制
度
上
「
文
字
通
り
裁
判
官
と
同
じ
ウ
ェ
ー

ト
と
力
を
持
つ
」
の
で
あ
り
、「
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
し
て
は
い
な
い
。
③
は
「
市
民
感
覚
に
よ
っ
て
」

が
誤
り
。「
市
民
感
覚
」
で
は
な
く
「
司
法
権
力
内
権
限
行
使
」
に
よ
っ
て
司
法
を
改
革
し
て
い
く
べ
き
だ
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
⑤
は
「
裁
判
員
制
度
に
よ
る
判
断
が
適
切
で
あ
る
」
が
本
文
に
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
誤
り
。

二問
七　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
「
そ
れ
」
と
は
、
直
前
の
「
人
の
気
色
と
ら
ぬ
先
に
、
月
見
む
と
て
、
母

の
方
に
来
て
、
わ
が
琴
弾
か
む
」
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
来
た
る
親
族
」
が
「
た
ば
か
り
け
る
（
＝
企
ん
だ
）」
こ

と
で
あ
り
、
直
訳
す
る
と
、「
人
が
気
付
か
な
い
う
ち
に
、
月
を
見
よ
う
と
言
っ
て
、
母
の
方
に
来
て
、
私
が
琴
を
弾
こ

う
」
と
な
る
。
こ
れ
に
ま
ぎ
れ
て
、
娘
が
、
男
と
「
簾
の
う
ち
に
て
、
も
の
い
ひ
け
る
（
簾
の
内
側
で
、
話
を
し
た
）」

の
で
あ
る
か
ら
、「
来
た
る
親
族
」
の
策
略
は
、
母
親
を
は
じ
め
と
し
た
家
の
人
間
た
ち
の
気
を
そ
ら
し
、
娘
と
男
の
逢

瀬
の
時
間
を
か
せ
ぐ
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
と
読
み
取
れ
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
④
が
正
解
。
①
は
「
男
が
…
…
琴
を

弾
く
ふ
り
を
し
て
娘
に
近
づ
く
」
が
、
②
は
全
体
が
、
③
は
「
娘
が
…
…
琴
を
弾
い
て
機
嫌
を
取
る
」
が
、
⑤
は
「
男

が
…
…
琴
を
弾
い
て
気
に
入
ら
れ
よ
う
と
す
る
」
が
誤
り
。

問
八　

和
歌
の
解
釈
を
問
う
問
題
。
Ｉ
の
和
歌
を
直
訳
す
る
と
、「
た
ま
に
は
聞
け
と
奏
で
た
琴
の
音
の
よ
う
に
、
合
わ
せ
て

も
合
わ
な
い
声
が
す
る
こ
と
だ
」
と
な
る
。
こ
の
和
歌
は
男
が
娘
に
対
し
て
詠
ん
だ
も
の
で
、
男
が
娘
と
簾
の
内
側
で

親
し
く
話
を
し
て
い
た
途
中
で
、
娘
の
母
親
が
起
き
て
し
ま
い
、
帰
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
場
面
で
詠
ま

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
あ
ひ
て
も
あ
は
ぬ
」
は
「
琴
の
音
が
合
わ
せ
て
も
合
わ
な
い
」
こ
と
と
同
時
に
、「
男
が
娘
に

会
え
て
も
結
ば
れ
な
い
」
こ
と
も
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
①
が
正
解
。
②
は
「
日
常
生
活

で
琴
の
音
を
聞
く
機
会
が
め
っ
た
に
な
い
」
が
、
③
は
「
私
の
声
を
心
し
て
聴
け
と
呼
び
か
け
て
い
る
」
が
、
④
は
「
見

事
に
調
和
し
た
琴
の
音
色
と
は
違
っ
て
」
が
、
⑤
は
「
あ
な
た
が
母
親
に
気
を
取
ら
れ
た
か
ら
だ
と
憤
っ
て
い
る
」
が

誤
り
。

問
九　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。「
親
さ
あ
は
す
と
も
」
と
は
、
傍
線
部
の
前
の
、「
こ
と
人
に
あ
は
せ
」
る
こ
と
、
す

な
わ
ち
、
親
が
娘
を
他
の
男
と
結
婚
さ
せ
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
ま
た
、「
さ
や
は
あ
る
べ
き
」
は
、
反
語
の
係
助
詞

「
や
は
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
そ
の
よ
う
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
、
い
や
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
意
味
に
な

る
。
つ
ま
り
、
傍
線
部
の
趣
旨
は
、「
親
が
他
の
男
と
結
婚
さ
せ
る
と
し
て
も
、
親
の
意
向
通
り
に
し
な
く
て
も
よ
い
の

で
は
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
③
が
正
解
。
①
は
「
相
手
を
気
に
入
る
と
は
限
ら
な
い
」
が
、

②
は
「
親
が
娘
の
機
嫌
を
と
ろ
う
と
し
た
と
し
て
も
」
が
、
④
は
「
自
分
の
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い

か
」
が
、
⑤
は
「
親
が
娘
に
厳
し
く
接
し
た
と
し
て
も
」
が
誤
り
。

問
十　

文
学
史
の
知
識
を
問
う
問
題
。
甲　
『
平
中
物
語
』
は
『
貞
文
日
記
』
と
も
呼
ば
れ
、
平
貞
文
が
主
人
公
と
さ
れ
て
い

る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
③
が
正
解
。
乙　
『
平
中
物
語
』
が
成
立
し
た
の
は
平
安
中
期
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
成

立
し
た
他
の
歌
物
語
と
し
て
は
、『
伊
勢
物
語
』
や
『
大
和
物
語
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
⑤
が
正
解
。

国
語〔
前
期
Ｂ
方
式
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Ⅰ問
六　

傍
線
部
の
内
容
を
読
み
取
る
問
題
。
傍
線
部
の
前
の
第
四
段
落
で
、
ア
ル
ス
社
が
北
原
白
秋
に
ゆ
か
り
の
あ
る
出
版

社
で
あ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
段
落
に
「
芥
川
に
と
っ
て
北
原
白
秋
は
敬
愛
す
る
作
家
の
一
人
で

し
た
」「
芥
川
は
ど
れ
ほ
ど
多
忙
で
あ
っ
て
も
、
ア
ル
ス
社
（
阿
蘭
陀
書
房
）
の
執
筆
依
頼
だ
け
は
断
ら
な
い
よ
う
に
し

て
い
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
傍
線
部
の
段
落
で
は
「
芥
川
は
親
友
で
あ
る
菊
池
寛
と
白
秋
お
よ
び
ア
ル

ス
社
と
の
間
で
板
挟
み
に
な
っ
て
」
い
っ
た
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、「
ア
ル
ス
社
か
ら
『
日
本
児
童

文
庫
』
の
一
冊
、『
支
那
童
話
集
』
の
担
当
を
引
き
受
け
」
た
の
に
、
同
じ
よ
う
な
児
童
向
け
の
「『
小
学
生
全
集
』
の

構
想
を
親
友
の
菊
池
か
ら
聞
か
さ
れ
」
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、「
ア
ル
ス
社
の
依
頼
を
持
っ
て
き
た
友
人

の
佐
藤
春
夫
」
に
、「『
小
学
生
全
集
』
の
編
集
責
任
は
名
前
を
貸
し
て
い
る
だ
け
」
と
い
う
言
い
訳
を
伝
え
て
く
れ
る

よ
う
に
と
言
付
け
て
い
る
の
で
、
白
秋
と
ア
ル
ス
社
を
軽
ん
じ
て
い
な
い
こ
と
を
言
い
含
め
て
ほ
し
い
と
い
う
意
図
だ

と
わ
か
り
、
選
択
肢
③
が
正
解
。

問
七　

傍
線
部
の
内
容
を
読
み
取
る
問
題
。
第
七
段
落
に
あ
る
北
原
白
秋
に
よ
る
マ
ザ
ー
・
グ
ー
ス
の
訳
で
は
、
タ
ル
ト
が

「
お
饅
頭
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
傍
線
部
の
後
に
、「
や
は
り
な
ん
と
言
っ
て
も
『
タ
ル
ト
』
が
『
お
饅
頭
』

に
な
っ
て
い
る
点
は
見
過
ご
せ
ま
せ
ん
」
と
い
う
説
明
が
あ
る
の
で
、
選
択
肢
③
が
正
解
。
①
・
②
・
④
は
「
芥
川
と

白
秋
の
関
係
」
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
あ
る
が
、
傍
線
部
が
指
し
示
し
て
い
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
な
い
の
で
誤

り
。
⑤
の
「
ま
が
い
海
亀
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
第
十
一
段
落
で
、
筆
者
が
「
世
の
中
の
悩
み
の
多
く
に
当
て
は
ま
り

そ
う
な
、
心
に
沁
み
る
台
詞
」
と
考
え
た
部
分
で
あ
り
、「
芥
川
と
白
秋
の
関
係
に
思
い
を
馳
せ
た
く
な
る
エ
ピ
ソ
ー

ド
」
と
し
て
は
不
適
当
な
た
め
、
誤
り
。

問
八　

傍
線
部
に
つ
い
て
筆
者
の
考
え
を
読
み
取
る
問
題
。
傍
線
部
の
前
の
「
状
況
か
ら
考
え
る
と
、
芥
川
・
菊
池
の
訳
に

は
、
下
訳
を
行
っ
た
名
も
な
き
翻
訳
者
が
い
た
可
能
性
が
高
い
」「
そ
の
方
た
ち
な
く
し
て
」
と
い
う
部
分
か
ら
、『
ア

リ
ス
物
語
』
の
成
立
に
「
名
も
な
き
翻
訳
者
」
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
筆
者
が
考
え
て
い
る
こ
と
が
推
測
で
き

る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
②
が
正
解
。
①
は
「
両
者
の
互
い
に
対
す
る
信
頼
が
」
が
、
③
は
「
出
版
元
文
藝
春
秋
社
の
総

力
の
結
集
な
く
し
て
」
が
、
④
は
「
菊
池
の
敬
意
」
や
「
親
友
へ
の
義
理
と
白
秋
へ
の
敬
愛
の
念
と
の
間
で
引
き
裂
か

れ
て
い
た
芥
川
」
が
、
⑤
は
「
芥
川
と
菊
池
、
両
者
の
力
以
上
に
」「
出
版
に
携
わ
っ
た
す
べ
て
の
人
々
の
努
力
」
が
誤

り
。

Ⅱ問
五　

脱
文
補
充
問
題
。
脱
文
は
、「
ベ
ー
コ
ン
」
が
「
こ
の
よ
う
な
発
想
」
と
は
異
な
る
、「
人
間
が
自
然
に
対
し
て
積
極

的
に
働
き
か
け
、
そ
の
結
果
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
解
明
さ
れ
る
」
と
い
う
考
え
を
も
っ
て
い
た
こ
と

が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
直
前
で
異
な
る
内
容
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
①
か
②
が
解
答
の
候
補
と
な
る
が
、

①
は
、
直
後
の
「
つ
ま
り
」
以
下
の
内
容
と
合
わ
な
い
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
②
が
正
解
。

問
六　

空
所
補
充
問
題
。
空
所
Ｘ
は
、
そ
の
直
後
に
「
こ
う
し
た
自
然
観
の
変
化
」
と
あ
る
の
で
、「
自
然
観
の
変
化
」
を
説

明
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
空
所
Ｘ
の
前
に
、「
自
然
を
人
間
よ
り
も
優
れ
た
も
の
と
し
て
模
倣
す
る
態
度
は
、
自
然

を
自
ら
の
関
心
に
従
っ
て
操
作
し
、
管
理
し
よ
う
と
す
る
態
度
へ
と
、
転
換
す
る
」
と
あ
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
⑤
が

正
解
。
①
は
「
観
察
さ
れ
る
だ
け
の
対
象
」
が
誤
り
。
②
は
「
人
間
と
自
然
と
の
距
離
感
を
は
か
り
難
い
も
の
と
し
て

し
ま
っ
た
」
が
誤
り
。
③
は
文
脈
と
合
わ
な
い
の
で
誤
り
。
④
は
「
利
用
す
る
価
値
の
あ
る
存
在
で
は
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
」
が
誤
り
。

問
七　

点
線
部
の
前
提
と
な
る
考
え
を
読
み
取
る
問
題
。
点
線
部
の
前
に
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
」
は
「
観
想
」
を
「
技
術
を

解 

答 
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・ 

解 

説
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発
展
さ
せ
る
手
段
」
と
し
て
は
見
ず
、「
観
想
は
そ
れ
自
体
で
価
値
の
あ
る
行
為
」
で
あ
り
「
そ
れ
を
技
術
に
活
か
せ
る

か
ど
う
か
は
、
観
想
そ
の
も
の
の
価
値
と
何
ら
関
係
が
な
い
」
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
点
線
部
は
、

こ
の
よ
う
な
考
え
に
「
ベ
ー
コ
ン
」
が
「
与
し
な
い
」
と
う
い
う
内
容
な
の
で
、
選
択
肢
③
が
正
解
。

問
八　

本
文
全
体
の
内
容
を
問
う
問
題
。
①
は
、
第
三
段
落
の
「
技
術
を
う
ま
く
行
使
す
る
た
め
に
、
私
た
ち
は
…
…
（
自

然
の
）
本
質
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
や
、
第
四
段
落
の
「
こ
う
し
た
技
術
観
も
ま
た
人
類
の
歴
史
の
非
常
に

長
い
期
間
を
支
配
し
て
い
た
」、
さ
ら
に
第
五
段
落
の
「
一
五
世
紀
の
発
明
家
で
あ
る
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
」

の
構
想
の
中
に
「
自
然
の
模
倣
」
が
み
ら
れ
た
と
い
う
本
文
に
合
致
す
る
。
②
の
「
鳥
の
羽
の
構
造
の
観
察
か
ら
空
飛

ぶ
機
械
の
作
製
の
実
現
を
目
指
す
と
い
う
発
想
の
根
幹
に
あ
る
思
想
」
は
、
第
四
段
落
の
「
自
然
が
人
間
を
凌
駕
す
る

存
在
で
あ
り
、
人
間
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
考
え
る
自
然
観
」
で
あ
る
。
こ
の
自
然
観
は
、
第
六
段
落
に
あ
る
よ
う
に

「
近
代
の
始
ま
り
と
と
も
に
覆
さ
れ
」
る
が
、
第
十
段
落
に
あ
る
「
人
間
が
自
然
を
解
明
で
き
る
の
は
、
自
然
を
技
術
に

よ
っ
て
再
現
」
で
き
る
と
い
う
考
え
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
の
で
、
本
文
に
合
致
す
る
。
③
は
、
第
二
段
落
で

「
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
者
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
技
術
を
、
あ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
を
製
作
す
る
営
み
と

し
て
定
義
し
た
」
に
合
致
す
る
。
ま
た
、
第
四
段
落
で
「
技
術
観
」
の
前
提
が
「
自
然
観
」
で
あ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
、

第
九
～
十
一
段
落
で
こ
う
し
た
自
然
観
の
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
れ
ら
れ
て
い
る
本
文
と
も
合
致
す
る
。
④
は
、

第
二
段
落
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
技
術
の
定
義
に
合
致
し
な
い
。
⑤
は
、
最
後
の
段
落
の
「
二
〇
世
紀
に
明
ら
か

に
な
っ
た
こ
と
は
、
技
術
が
む
し
ろ
人
類
に
対
し
て
未
曾
有
の
破
局
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
」
と
い
う
本
文

に
合
致
す
る
。
合
致
し
な
い
も
の
を
選
ぶ
の
で
、
選
択
肢
④
が
正
解
。

Ⅲ問
三　

和
歌
の
意
味
を
問
う
問
題
。
Ａ
の
和
歌
の
「
麓
の
道
」
は
「
稽
古
の
方
法
」、「
同
じ
雲
居
の
月
」
は
「
最
終
的
な
（
芸

の
）
到
達
点
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、「
能
力
や
才
能
に
応
じ
て
稽
古
の
方
法
は
数
多
く
あ
る
が
、
最
終
的
な
到
達
点
は

同
じ
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
②
が
正
解
。

問
四　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
前
に
「
と
か
く
と
か
く
生
ま
れ
つ
き
た
る
相
応
、
時
分
を
考
へ
、
教
ふ
べ

し
」
と
あ
り
、「
相
応
」
は
「
自
分
の
資
質
」、「
時
分
」
は
「
年
ご
ろ
」
と
い
う
意
味
な
の
で
、
選
択
肢
④
が
正
解
。

問
五　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
後
で
「
昔
は
執
心
す
る
弟
子
多
く
あ
れ
ど
も
師
教
へ
ず
。
今
の
世
は
師
あ

れ
ど
も
執
心
す
る
者
な
し
（
昔
は
熱
心
に
な
る
弟
子
が
多
く
い
た
が
師
は
教
え
な
か
っ
た
。
今
の
世
の
中
で
は
、（
教
え

て
く
れ
る
）
師
が
い
て
も
、
熱
心
に
な
る
者
が
い
な
い
）」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
傍
線
部
の
内
容
が
推

測
で
き
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
①
が
正
解
。

問
六　

傍
線
部
の
理
由
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
後
で
「
声
の
か
は
り
に
顔
か
た
ち
も
違
ひ
ぬ
れ
ば
業
も
か
は
る
べ
し
（
声

が
わ
り
が
あ
り
、
容
貌
の
変
化
が
あ
れ
ば
、
身
に
つ
け
る
べ
き
技
も
変
わ
っ
て
く
る
の
が
当
然
だ
）」
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
②
が
正
解
。

問
八　

文
学
史
の
知
識
と
本
文
の
内
容
を
問
う
問
題
。　

14　
『
風
姿
花
伝
』
は
一
五
世
紀
に
世
阿
弥
に
よ
っ
て
成
立
し
た
能

楽
論
書
な
の
で
、
選
択
肢
②
が
正
解
。　

15　

本
文
の
点
線
部
の
後
に
「
あ
ま
り
糺
明
す
れ
ば
芸
す
く
む
。
さ
は
言
へ

ど
油
断
す
べ
か
ら
ず
。
稽
古
に
精
を
入
れ
、
煩
ふ
と
も
許
す
べ
か
ら
ず
（
あ
ま
り
に
悪
い
と
こ
ろ
を
指
摘
し
て
も
、
芸

が
委
縮
し
て
し
ま
う
。
そ
う
は
言
っ
て
も
油
断
し
て
は
い
け
な
い
。
稽
古
に
精
を
入
れ
さ
せ
、
う
ま
く
行
か
な
く
て
も

許
し
て
は
い
け
な
い
）」
と
あ
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
④
が
正
解
。　

16　

空
所
の
前
に
、「『
初
心
』
は
必
ず
し
も
『
始

め
た
頃
』
の
み
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
修
業
段
階
に
お
い
て
存
在
す
る
も
の
と
す
る
」
と
あ
る

の
で
、
選
択
肢
②
が
正
解
。

国
語〔
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一問
四　

空
欄
補
充
問
題
。
空
欄
を
含
む
文
の
冒
頭
に
「
自
分
の
母
親
の
自
慢
話
を
す
る
よ
う
で
気
が
ひ
け
る
け
れ
ど
も
」
と

い
う
前
置
き
が
あ
る
の
で
、
空
欄
の
直
前
の
「
心
か
ら
の
感
謝
」
を
肯
定
す
る
よ
う
な
語
が
適
当
で
あ
る
。
適
当
で
は

な
い
も
の
を
選
ぶ
の
で
、
選
択
肢
④
が
正
解
。

問
五　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
後
に
、「
私
は
今
で
も
自
分
の
言
葉
で
言
い
た
い
こ
と
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
表

現
で
き
な
い
よ
う
な
時
、
と
っ
さ
に
漱
石
の
作
品
中
に
書
か
れ
て
い
る
言
葉
、
例
え
ば
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
苦
沙

弥
先
生
の
台
詞
な
ど
を
口
に
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
」
と
あ
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
④
が
正
解
。

問
六　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。『
夢
十
夜
』
の
「
そ
の
く
だ
り
」
の
冒
頭
で
、
若
い
男
が
、
仁
王
を
造
る
の
は
「
木
の

中
に
埋
っ
て
い
る
の
を
、
鑿
と
槌
の
力
で
掘
り
出
す
」
だ
け
で
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
傍
線
部
の
直
前
で
「
明

治
の
木
に
は
到
底
仁
王
は
埋
っ
て
い
な
い
も
の
だ
と
悟
っ
た
」
と
あ
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
①
が
正
解
。
②
は
「
運
慶

と
い
う
す
ぐ
れ
た
技
術
者
が
い
な
い
た
め
に
」
が
、
③
は
「
も
は
や
運
慶
の
よ
う
に
根
気
の
あ
る
彫
刻
家
は
い
な
い
こ

と
が
わ
か
っ
た
」
が
、
④
「
木
の
中
に
仁
王
像
が
い
な
い
こ
と
を
教
え
ら
れ
」
が
、
⑤
は
「
仁
王
像
が
埋
ま
っ
て
い
る

か
否
か
は
時
の
運
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
誤
り
。

問
七　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
後
の
「
運
慶
が
仁
王
を
彫
る
手
つ
き
は
」
で
始
ま
る
段
落
で
、
運
慶
の
「
無

造
作
で
あ
り
、
荒
削
り
で
あ
り
、
無
遠
慮
」
に
見
え
る
「
自
然
な
、
無
理
の
な
い
創
造
」
が
、「
自
然
科
学
に
お
け
る
創

造
の
理
想
的
な
姿
」
だ
と
筆
者
が
思
っ
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
③
が
正
解
。
①
は
「
点

検
を
行
い
つ
つ
彫
り
出
さ
れ
る
」
が
運
慶
の
彫
り
方
に
合
わ
な
い
。
②
は
「
認
識
の
出
発
点
で
あ
る
モ
デ
ル
の
組
み
立

て
」
と
「
理
論
の
射
程
」
の
関
わ
り
は
、
運
慶
と
仁
王
像
の
話
か
ら
筆
者
が
考
え
た
こ
と
と
合
わ
な
い
。
④
は
「
科
学

者
も
卓
越
し
た
直
観
力
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
が
、
⑤
は
「
超
自
然
的
な
能
力
に
頼
る
の
で
は
な
く
」
が
、
そ

れ
ぞ
れ
誤
り
。

問
八　

傍
線
部
に
つ
い
て
筆
者
の
考
え
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
前
に
「
水
の
あ
る
が
ま
ま
を
自
然
科
学
的
に
と
ら
え
る
こ

と
が
不
可
能
」
と
あ
る
。
ま
た
、
傍
線
部
の
後
で
、「
そ
れ
ゆ
え
水
そ
の
も
の
を
直
接
俎
上
に
の
せ
る
の
で
は
な
く
、
水

の
模
写
（
モ
デ
ル
）
が
…
…
組
み
立
て
ら
れ
る
」「
こ
れ
を
模
写
主
義
、
あ
る
い
は
モ
デ
ル
主
義
と
呼
ぶ
が
、
自
然
科
学

者
は
多
く
の
場
合
、
ま
ず
、
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
自
然
認
識
を
始
め
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
④

が
正
解
。
①
は
「
自
然
科
学
の
範
疇
と
は
異
な
る
領
域
に
あ
る
」
が
、
②
は
「
自
然
科
学
的
認
識
は
実
験
を
通
じ
て
行

わ
ざ
る
を
得
な
い
」
が
、
③
は
全
体
が
、
⑤
は
「
技
術
的
な
理
由
か
ら
」「
科
学
の
さ
ら
な
る
発
達
を
待
っ
て
初
め
て
可

能
に
な
る
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
誤
り
。

問
九　

傍
線
部
の
理
由
を
問
う
問
題
。「
し
て
み
る
と
」
で
始
ま
る
段
落
で
「
自
然
科
学
者
は
自
分
が
設
定
し
た
モ
デ
ル
を
凝

視
し
…
…
常
に
点
検
を
く
り
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
。
ま
た
、
傍
線
部
の
前
の
段
落
で
、「
他
の
自
然
科
学

者
が
発
表
し
た
理
論
」
や
「
化
学
反
応
に
関
す
る
私
の
理
論
」
を
吟
味
す
る
と
き
に
、
漱
石
作
品
か
ら
得
た
感
覚
に
頼
っ

て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
傍
線
部
の
直
前
で
「
歴
史
を
学
び
、
文
学
に
親
し
ん
だ
こ
と
」
が
「
私

の
学
問
に
対
す
る
姿
勢
に
関
与
し
て
い
る
」
と
い
う
経
験
か
ら
「
学
ぶ
こ
と
に
無
駄
な
も
の
は
何
も
含
ま
れ
て
い
な
い
」

と
筆
者
が
実
感
し
た
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
⑤
が
正
解
。

二問
一　

傍
線
部
の
理
由
を
問
う
問
題
。
其
角
の
「
ま
こ
と
の
雪
の
門
な
り
（
本
当
に
雪
の
門
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
）」
と
い

う
批
評
に
つ
い
て
、
芭
蕉
の
教
授
を
長
年
受
け
た
自
分
が
「
い
か
で
雪
の
門
の
発
句
に
雪
の
門
な
ら
ぬ
句
を
い
た
し
候

は
ん
や
（
ど
う
し
て
雪
の
門
の
俳
句
を
詠
む
の
に
雪
の
門
の
本
質
を
表
現
で
き
て
い
な
い
句
を
詠
む
で
し
ょ
う
か
？　

詠
む
に
決
ま
っ
て
い
ま
す
）」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
其
角
の
評
価
が
的
外
れ
で
あ
る
こ
と
を
「
誠
に
情
な
き
（
大

変
情
け
な
い
）」
と
去
来
は
思
っ
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
⑤
が
正
解
。

解 

答 
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問
四　

傍
線
部
の
意
味
と
解
釈
を
問
う
問
題
。（
ⅰ
）「
か
は
」
は
反
語
の
係
助
詞
な
の
で
、
傍
線
部
の
「
い
か
に
久
し
き
も

の
と
か
は
知
る
」
は
「
ど
れ
ほ
ど
長
い
も
の
で
あ
っ
た
か
知
っ
て
い
ま
す
か
？　

い
い
え
、
知
ら
な
い
で
し
ょ
う
」
と

い
う
意
味
に
な
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
⑤
が
正
解
。　

（
ⅱ
）「
は
じ
め
」
の
句
は
、
Ｂ
が
「
あ
く
る
間
知
れ
や
（
夜
が
あ
け
る
ま
で
の
時
間
の
長
さ
を
知
れ
）」、
Ｃ
が
「
あ
く

る
間
を
（
夜
が
あ
け
る
ま
で
の
長
い
時
間
を
）」
と
い
う
部
分
が
、「
あ
け
る
ま
で
の
時
間
」
の
長
さ
を
詠
ん
で
い
る
と

い
う
点
で
、
藤
原
道
綱
の
母
の
和
歌
と
共
通
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
①
が
正
解
。

問
五　

傍
線
部
の
意
味
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
は
、
Ｂ
の
歌
を
直
し
た
理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
部
分
で
あ
り
、
傍
線
部
の

直
後
に
「
発
句
の
手
柄
す
く
な
く
、
殊
に
は
『
知
れ
や
』
と
理
屈
・
分
別
に
い
た
り
候
ふ
こ
と
を
、
い
か
が
に
存
じ
（
俳

句
に
苦
心
が
す
く
な
く
、
特
に
『
知
れ
』
と
い
う
部
分
が
理
屈
っ
ぽ
く
分
別
臭
く
な
っ
て
い
ま
す
こ
と
を
、
い
か
が
な

も
の
か
と
思
い
）」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、「
あ
く
る
間
」
の
長
さ
や
、「
知
る
」
と
い
う
語
を
詠
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
藤

原
道
綱
の
母
の
句
が
想
起
さ
せ
る
世
界
か
ら
抜
け
出
し
て
い
な
い
こ
と
に
、
去
来
は
不
満
を
感
じ
た
の
だ
と
わ
か
る
。

よ
っ
て
、
③
が
正
解
。　

問
六　

二
重
傍
線
部
の
意
味
を
問
う
問
題
。「
な
ほ
」
に
は
「
さ
ら
に
」「
ま
す
ま
す
」「
や
は
り
」
と
い
っ
た
意
味
が
あ
る
の

で
、
文
脈
か
ら
意
味
を
推
定
す
る
。
去
来
は
Ａ
の
句
を
生
む
た
め
に
、「
道
綱
の
母
」
の
「
歌
の
魂
に
落
ち
」
な
い
よ
う

に
修
正
を
行
っ
た
う
え
で
、
さ
ら
に
「
応
々
と
」
の
句
を
思
い
つ
い
て
い
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
①
が
正
解
。

問
八　

傍
線
部
の
意
味
を
問
う
問
題
。「
さ
び
」
と
は
閑
寂
や
枯
淡
の
境
地
と
い
う
意
味
で
、
俳
諧
で
重
視
さ
れ
た
理
念
で
あ

る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
④
が
正
解
。
①
・
③
は
句
に
つ
い
て
の
否
定
的
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
点
が
、
傍
線
部
の
後
に

「
こ
れ
を
自
賛
つ
か
ま
つ
り
候
ふ
（
こ
れ
を
自
分
で
ほ
め
て
お
り
ま
す
）」
と
あ
る
こ
と
と
合
わ
ず
、
誤
り
。
②
は
「
古

め
か
し
い
雰
囲
気
」
が
、
⑤
は
全
体
が
誤
り
。

問
九　

空
欄
補
充
問
題
。
直
前
に
「
こ
れ
と
て
も
、
雪
の
門
は
の
が
す
」
と
あ
る
。
句
を
修
正
す
る
過
程
を
経
た
、
Ｂ
・
Ｃ

い
ず
れ
の
句
に
も
「
雪
の
門
」
は
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
の
が
す
（
失
く
す
）」
こ
と
は
し
な
か
っ
た
と
わ
か
る
の

で
、
否
定
的
な
意
味
の
②
「
ま
じ
く
」
か
⑤
「
が
た
く
」
の
い
ず
れ
か
が
入
る
と
わ
か
る
。「
が
た
く
」
に
つ
な
が
る
場

合
は
、
連
用
形
「
の
が
し
」
と
な
る
。
よ
っ
て
、
終
止
形
の
「
の
が
す
」
に
つ
な
が
る
語
と
し
て
は
、「
ま
じ
く
」
の
方

が
適
当
な
た
め
、
選
択
肢
②
が
正
解
。

解 

答 

例 

・ 

解 

説


